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凡
例

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

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

の
よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

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

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

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

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

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

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

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

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

れ
ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

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

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

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

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



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

は
特
別
の
他
示
さ
な
い
。
明
確
な
誤
記
・
誤
植
以
外
は
原
形
を
保
存
す
る
。
歴
史

的
意
義
を
持
つ
初
期
著
作
は
原
形
の
ま
ま
収
録
し
、
各
種
発
表
さ
れ
た
た
ぐ
い
の

も
の
は
、
分
類
し
年
代
順
に
配
列
し
た
。」
と
あ
る
。

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

大
内　

兵
衛

東
畑　

精
一

羽
仁　

五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野　
　

收
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の
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六

序
＊

こ
こ
に
そ
の
第
一
冊
を
世
に
送
る
構
想
力
の
論
理
に
つ
い
て
の
論
文
は
、
雑
誌
『
思
想
』
に
連
載
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
種
々
の
事
情
か
ら
余
儀
な
く
さ
れ
た
中
断
の
後
、
再
び
そ
れ
を
書
き
続
け
よ
う
と
す
る
に
当
っ
て
、
私

は
読
者
の
た
め
に
、
し
か
し
何
よ
り
も
私
自
身
の
た
め
に
、
す
で
に
発
表
さ
れ
た
最
初
の
三
章
を
一
冊
に
纏
め
て

お
く
必
要
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
も
と
研
究
ノ
ー
ト
の
形
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
若
干
の
補
修
を
な
す

に
と
ど
め
て
そ
れ
を
原
形
の
ま
ま
で
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
完
全
な
体
系
的
叙
述
は
こ
の
研
究
が
最
後
に
達
し

た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
叙
述
は
こ
こ
に
先
ず
現
象
学
的
な
形
に
お
い
て
行
わ
れ
、
し
か
る
後
純
粋

に
論
理
的
な
形
に
進
む
で
あ
ろ
う
。

研
究
ノ
ー
ト
と
し
て
書
き
始
め
ら
れ
た
こ
の
論
文
の
や
や
錯
綜
し
た
論
述
の
中
で
読
者
に
道
を
示
す
た
め
に
、

私
は
こ
の
序
に
於
て
私
の
意
図
が
何
処
に
あ
る
か
を
簡
単
に
記
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
私
の
近
年
の
思
想

的
経
歴
を
要
約
し
て
述
べ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
今
後
こ
の
論
文
を
書
き
続
け
る
に
従
っ
て
私

の
方
針
に
も
変
化
発
展
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
私
の
よ
う
に
、
考
え
て
か
ら
書
く
と
云
う
よ



七

序

り
も
書
き
な
が
ら
考
え
て
ゆ
く
と
い
う
習
慣
を
有
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

前
著
『
歴
史
哲
学
』
の
発
表
（
一
九
三
二
年
）
の
後
、
絶
え
ず
私
の
脳
裡
を
往
来
し
た
の
は
、
客
観
的
な
も
の

と
主
観
的
な
も
の
、
合
理
的
な
も
の
と
非
合
理
的
な
も
の
、
知
的
な
も
の
と
感
情
的
な
も
の
を
如
何
に
し
て
結
合

し
得
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
当
時
私
は
こ
の
問
題
を
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
統
一
の
問
題
と
し
て
定
式
化

し
、
す
べ
て
の
歴
史
的
な
も
の
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
的
要
素
と
パ
ト
ス
的
要
素
と
を
分
析
し
、
そ
の
弁
証
法
的
統
一

を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
が
私
の
主
な
る
仕
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
私
の
論
文
集
『
危
機
に
於
け
る
人
間

の
立
場
』（
－
九
三
三
年
）
に
お
い
て
特
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
合
理
的
な
も
の
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
に
心
を

寄
せ
な
が
ら
も
、
主
観
性
、
内
面
性
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
は
私
に
と
っ
て
つ
ね
に
避
け
難
い
問
題
で
あ
っ
た
。
パ

ス
カ
ル
が
私
を
捉
え
た
（『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』
一
九
二
六
年
）
の
も
、
或
は
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
が
私
に
影
響
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
私
の
元
来
の
歴
史
哲
学
的
関
心
か
ら
唯
物
史
観
の
研
究
に
熱
中

し
た
時
（『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』
一
九
二
八
年
）
に
お
い
て
さ
え
、
唯
物
史
観
の
人
間
的
基
礎
を
求
め
よ

う
と
し
た
の
も
、
や
は
り
同
じ
心
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
の
た
め
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
を
見
失

う
こ
と
な
く
、
し
か
し
ま
た
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
た
め
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
を
忘
れ
な
い
と
い
う
私
の
要
求
は
、

や
が
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
主
張
の
形
を
と
る
に
至
っ
た
。
い
わ
ば
人
間
学
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
進
ん
だ
の



八

で
あ
り
、
そ
の
時
期
を
現
し
て
い
る
の
が
私
の
評
論
集
『
人
間
学
的
文
学
論
』（
一
九
三
四
年
【
第
二
～
一
二
巻
分

割
収
録
】）
で
あ
る
。

す
で
に
云
っ
た
よ
う
に
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
統
一
を
対
立
物
の
統
一
と
し
て
弁
証
法
的
統
一
と
考
え
る
こ
と

は
、
た
と
い
誤
で
な
い
に
し
て
も
、
余
り
に
形
式
的
に
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
自
身
つ
ね
に
感
じ
て
い
た
。

多
く
の
人
の
手
に
よ
っ
て
弁
証
法
が
一
種
の
形
式
主
義
、
い
わ
ば
新
し
い
形
式
論
理
、
便
宜
主
義
に
さ
え
堕
落
さ

せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
私
も
反
感
を
も
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
一
人
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
パ
ト

ス
的
な
も
の
と
は
弁
証
法
的
に
統
一
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
統
一
は
具
体
的
に
は
何
処
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
か
。
単
な
る
論
理
的
構
成
に
と
ど
ま
ら
な
い
そ
の
綜
合
は
現
実
に
お
い
て
何
処
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か
。
こ
の
問
題
を
追
求
し
て
、
私
は
カ
ン
ト
が
構
想
力
に
悟
性
と
感
性
と
を
結
合
す
る
機
能
を
認
め
た
こ
と
を
想

起
し
な
が
ら
、
構
想
力
の
論
理
に
思
い
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
私
は
私
の
年
来
の
問
題
の
解
決
に
近
づ
き

得
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
予
感
に
導
か
れ
な
が
ら
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
を
書
き
始
め
た
（『
思
想
』
一
九
三
七
年

五
月
）。
し
か
し
そ
の
最
初
の
章
「
神
話
」
を
書
い
て
い
た
頃
の
私
に
と
っ
て
は
、
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
綜
合

の
能
力
と
し
て
構
想
力
が
考
え
ら
れ
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
一
種
の
非
合
理
主
義
乃
至
主
観
主
義
に
転
落
す
る
不
安

が
あ
り
、
こ
の
不
安
か
ら
私
を
支
え
て
い
た
の
は
、「
技
術
」
と
い
う
客
観
的
な
合
理
的
な
も
の
が
そ
の
一
般
的



九

序

本
質
に
お
い
て
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
云
え
る
。

し
か
る
に
や
が
て
「
制
度
」
に
つ
い
て
考
察
を
始
め
た
頃
か
ら
、
私
の
考
え
る
構
想
力
の
論
理
が
実
は
「
形
の
論

理
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
漸
次
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
、
特
に
最
近
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
取

扱
っ
た
（『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
』
一
九
三
五
年
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』
一
九
三
八
年
【
共
に
第
九
巻
】）
こ

と
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
私
の
思
想
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
構
想
力
の
論
理
と
い
う
い
わ
ば
主
観
的
な
表
現

は
、
形
の
論
理
と
い
う
い
わ
ば
客
観
的
な
表
現
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
思
想
は
今
一
応
の
安
定
に
達
し

た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
私
は
私
自
身
の
い
わ
ば
人
間
的
な
問
題
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
現
在
到
達
し
た
点

に
お
い
て
西
田
哲
学
へ
、
私
の
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
接
近
し
て
き
た
の
を
見
る
。
私
の
研
究
に
お
い
て

西
田
哲
学
が
絶
え
ず
無
意
識
的
に
或
は
意
識
的
に
私
を
導
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
尤も
っ
とも

、
私
の
い
う
構
想
力
の
論

理
と
西
田
哲
学
の
論
理
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
え
ら
る
べ
き
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
論
文
の
意
図
に
つ
い
て
誤
解
を
除
く
た
め
に
、
ま
た
展
望
を
与
え
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
な
お
次
の

二
三
の
点
を
取
り
立
て
て
記
し
て
お
こ
う
。

構
想
力
の
論
理
に
よ
っ
て
私
が
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
行
為
の
哲
学
で
あ
る
。
構
想
力
と
い
え
ば
、
従
来
殆
ど

つ
ね
に
た
だ
芸
術
的
活
動
の
こ
と
の
み
が
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
形
と
い
っ
て
も
、
従
来
殆
ど
全
く
観
想
の
立
場
に



一
〇

お
い
て
考
え
ら
れ
た
。
今
私
は
そ
の
制
限
か
ら
解
放
し
て
、
構
想
力
を
行
為
一
般
に
関
係
附
け
る
。
そ
の
場
合
大

切
な
こ
と
は
、
行
為
を
従
来
の
主
観
主
義
的
観
念
論
に
お
け
る
如
く
抽
象
的
に
意
志
の
こ
と
と
し
て
で
な
く
、
も

の
を
作
る
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
行
為
は
広
い
意
味
に
お
い
て
も
の
を
作
る
と

い
う
、
即
ち
制
作
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
構
想
力
の
論
理
は
そ
の
よ
う
な
制
作
の
論
理
で
あ
る
。
一
切
の
作
ら

れ
た
も
の
は
形
を
具
え
て
い
る
。
行
為
す
る
と
は
も
の
に
働
き
掛
け
て
も
の
の
形
を
変
じ
（transform

）
て
新
し

い
形
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
形
は
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
に
変
じ
て
ゆ
く
も
の

で
あ
る
。
か
よ
う
な
形
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
客
観
的
な
も
の
と
主
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
り
、

イ
デ
ー
と
実
在
と
の
、
存
在
と
生
成
と
の
、
時
間
と
空
間
と
の
統
一
で
あ
る
。
構
想
力
の
論
理
は
歴
史
的
な
形
の

論
理
で
あ
る
。
尤も
っ
とも

行
為
は
も
の
を
作
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
作
る
こ
と
（poivhsiV

）
が
同
時
に
成
る

こ
と
（gevnesiV

）
の
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
歴
史
は
考
え
ら
れ
な
い
。
制
作
（
ポ
イ
エ
シ
ス
）
が
同
時

に
生
成
（
ゲ
ネ
シ
ス
）
の
意
味
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
歴
史
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
構
想
力
の
論
理
は
形
と
形

の
変
化
の
論
理
で
あ
る
が
、
し
か
し
私
の
い
う
形
の
哲
学
は
従
来
の
い
わ
ゆ
る
形
態
学
と
同
じ
で
は
な
い
。
形
態

学
は
解
釈
の
哲
学
で
あ
っ
て
行
為
の
哲
学
で
は
な
い
。ま
た
形
態
学
の
多
く
が
非
合
理
主
義
的
で
あ
る
に
対
し
て
、

私
の
い
う
形
の
哲
学
は
む
し
ろ
形
相
学
（Eidologie

）
と
形
態
学
（M

orphologie

）
と
の
統
一
で
あ
り
、
し
か



一
一

序

も
行
為
の
立
場
に
お
け
る
そ
れ
を
目
差
す
の
で
あ
る
。

従
来
の
論
理
も
、
恐
ら
く
近
代
科
学
に
拠
り
所
を
求
め
た
論
理
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
形
の
論
理
で
あ
っ
た
と

い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
形
式
論
理
を
完
成
し
た
と
称
せ
ら
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
は
、
も
と
形
或
い
は
形

相
（
イ
デ
ア
、
エ
イ
ド
ス
）
を
実
在
と
見
た
ギ
リ
シ
ア
的
存
在
論
と
結
び
附
い
た
形
の
論
理
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど

も
そ
の
場
合
形
は
不
変
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
歴
史
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
弁
証
法
を
大
成
し
た

と
い
わ
れ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
も
、
根
本
に
お
い
て
形
の
論
理
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
に
歴
史
的
な
見
方
を

入
れ
た
が
、
し
か
し
彼
も
ま
た
ギ
リ
シ
ア
的
存
在
論
と
同
様
、
観
想
の
立
場
に
止
ま
っ
て
行
為
の
立
場
に
立
っ
て

い
な
い
。彼
の
弁
証
法
も
反
省
の
論
理
も
し
く
は
追
考
の
論
理
で
あ
っ
て
、行
為
の
論
理
、創
造
の
論
理
で
は
な
い
。

構
想
力
の
論
理
は
形
の
論
理
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

形
を
歴
史
的
行
為
の
立
場
に
お
い
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
構
想
力
の
論
理
は
形
式
論
理
や
ヘ
ー
ゲ
ル
的
弁

証
法
を
単
純
に
排
斥
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
。
構
想
力
の
論
理
は
原
始
論
理
（U

rlogik

）

と
し
て
、
そ
れ
ら
を
自
己
の
反
省
形
態
と
し
て
自
己
の
中
か
ら
導
き
出
す
の
で
あ
る
。

構
想
力
の
論
理
は
行
為
的
直
観
の
立
場
に
立
ち
、
従
来
の
哲
学
に
お
い
て
不
当
に
軽
視
さ
れ
て
来
た
直
観
に
根

源
的
な
意
味
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
単
な
る
直
観
主
義
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
真
の
直
観
と
は
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反
省
に
よ
っ
て
幾
重
に
も
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
限
の
過
去
を
掻
き
集
め
て
未
来
へ
躍
入
す
る
現

在
の
一
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
構
想
力
の
論
理
は
単
に
い
わ
ゆ
る
媒
介
の
論
理
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
媒
介

の
論
理
は
結
局
反
省
の
論
理
に
止
ま
っ
て
、
端
的
に
行
為
の
論
理
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
れ
は
、
そ
こ
で
は

あ
ら
ゆ
る
媒
介
が
結
局
抽
象
的
な
も
の
と
さ
れ
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
媒
介
が
一
つ
の
形
に
集
中
さ
れ
る
最
も
生
命

的
な
跳
躍
の
一
点
を
逸
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
芸
術
に
お
け
る
創
作
作
用
に
お
い
て
、
ま
た
一
般

に
技
術
に
お
け
る
発
明
に
お
い
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
、
こ
れ
を
環
境
に
対
す
る

作
業
的
適
応
と
見
る
と
き
、
す
べ
て
技
術
的
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
の
根
本
理
念
は
形
で
あ
る
。
か

よ
う
に
し
て
構
想
力
の
論
理
を
技
術
と
結
び
附
け
て
考
え
る
な
ら
ば
、
形
の
論
理
と
科
学
と
の
関
係
が
理
解
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
科
学
を
基
礎
と
し
、
近
代
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
近
代
技
術
の
目
覚
ま
し
い
発
展
は
可
能

に
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
構
想
力
の
論
理
は
科
学
の
論
理
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

実
的
な
論
理
に
発
展
し
得
る
の
で
あ
る
。

固
有
な
意
味
に
お
け
る
科
学
の
理
念
は
近
代
に
至
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
技
術

は
も
と
よ
り
存
在
し
た
。
そ
れ
は
科
学
が
発
達
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
東
洋
に
お
い
て
も
存
在
し
た
。
技
術
は

人
類
の
文
化
と
共
に
古
く
且
つ
普
遍
的
で
あ
る
。
近
代
科
学
も
技
術
的
要
求
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
つ
ね
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に
技
術
的
目
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
技
術
の
理
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
形
の
理
念
に
定
位
を
と
る
文
化
の

理
念
は
、
科
学
の
理
念
に
定
位
を
と
る
文
化
の
理
念
よ
り
も
普
遍
的
で
あ
り
、
科
学
も
そ
の
う
ち
に
要
素
的
に
包

括
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
近
代
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
以
前
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
文
化
の
理
念
は
形
の
理
念
で
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
、
科
学
の
理
念
に
定
位
を
と
っ
た
近
代
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
文
化
の
抽
象

性
が
指
摘
さ
れ
、
新
し
い
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
文
化
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
き
、
構
想
力
の
論
理
は
新
文
化
の

創
造
に
対
し
て
哲
学
的
基
礎
を
与
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
新
し
い
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ

フ
ト
に
抽
象
的
に
対
立
す
る
の
で
な
く
却
っ
て
こ
れ
を
止
揚
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
形
の
論
理

も
科
学
に
抽
象
的
に
対
立
す
る
の
で
な
く
却
っ
て
こ
れ
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

形
の
論
理
は
文
化
の
普
遍
的
な
論
理
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
は
自
然
と
文
化
、
自
然
の
歴
史
と
人
間
の
歴

史
と
を
結
び
附
け
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
も
技
術
的
で
あ
り
、
自
然
も
形
を
作
る
。
人
間
の
技
術
は
自
然
の
作
品

を
継
続
す
る
。
自
然
と
文
化
或
い
は
歴
史
と
を
抽
象
的
に
分
離
す
る
見
方
に
対
し
て
、
構
想
力
の
論
理
は
両
者
を

形
の
変
化
（transform

ation

）
の
見
地
に
お
い
て
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
自
然
か
ら
歴
史
を

考
え
る
の
で
な
く
、
歴
史
か
ら
自
然
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
構
想
力
の
論
理
は
ま
た
、
こ
れ
ま
で

数
学
的
自
然
科
学
に
対
し
て
不
当
に
蔑
視
さ
れ
て
き
た
自
然
並
び
に
文
化
に
関
す
る
記
述
的
科
学
に
そ
の
正
当
な
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位
置
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
文
化
が
一
般
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
東
洋
文
化
の
理
念
も
形
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
る
に
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
形
が
客
観
的
に
見
ら
れ
、「
概
念
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、

か
く
し
て
近
代
科
学
と
結
合
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
に
反
し
、
東
洋
に
お
い
て
は
形
は
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
、
か
く

し
て
象
徴
的
な
も
の
と
見
ら
れ
た
。
形
あ
る
も
の
は
形
な
き
も
の
の
影
で
あ
り
、「
形
な
き
形
」
の
思
想
に
お
い

て
そ
の
主
体
的
な
見
方
は
徹
底
し
た
。
こ
の
思
想
は
我
々
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
形
は
形
に
対
し
て
形
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
形
は
独
立
で
あ
る
、
か
よ
う
な
形
の
根
柢
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
を
結
び
附
け
る
も
の
は
近
代
科
学
の
理

念
と
さ
れ
る
法
則
の
如
き
も
の
、
何
等
か
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
形
を
超
え
た
形
、「
形

な
き
形
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
構
想

力
の
論
理
は
い
わ
ゆ
る
主
客
合
一
の
立
場
に
立
つ
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
を
超
え
た
と
こ

ろ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
初
め
て
そ
れ
は
行
為
の
論
理
、
創
造
の
論
理
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
東
洋
的
論
理
が
行
為
的
直
観
の
立
場
に
立
つ
と
い
っ
て
も
、
要
す
る
に
心
境
的
な
も
の
に
止
ま
り
、
そ
の
技

術
は
心
の
技
術
で
あ
り
、
現
実
に
物
に
働
き
掛
け
て
物
の
形
を
変
じ
て
新
し
い
形
を
作
る
と
い
う
実
践
に
踏
み
出

す
こ
と
な
く
、
結
局
観
想
に
終
り
易
い
傾
向
を
有
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
そ
れ
が
科
学
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及
び
物
の
技
術
の
概
念
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

右
の
思
想
は
も
と
よ
り
十
分
に
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
の
研
究
は
さ
し
あ
た
り
現
象
学
的
で
あ
り
、
そ
れ

も
漸
く
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
私
は
先
ず
神
話
、
制
度
、
技
術
の
三
つ
の
も
の
を
取
り
あ
げ
た
が
、

私
の
目
的
は
そ
れ
ら
を
主
と
し
て
構
想
力
の
論
理
の
見
地
か
ら
取
扱
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
独
立
の
神
話
論
、
制

度
論
、
技
術
論
と
し
て
は
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
私
の
目
的
か
ら
云
っ
て
も
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
な

お
考
え
る
べ
き
種
々
の
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、不
備
な
点
は
論
述
の
進
む
に
従
っ
て
補
っ
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。

一
九
三
九
年
七
月

東
京
に
於
て三

木
　
清

＊
　
こ
の
序
は
「
構
想
力
の
論
理
　
第
一
」（
昭
和
十
四
年
七
月
発
行
）【
第
三
章
ま
で
】
に
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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第
一
章
　
神
話

一

「
構
想
力
の
論
理
」Logik der Einbildungskraft 

と
い
う
語
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
【A

lexander G
ottlieb 

B
aum

garten, 1714-1762

】
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
想
像
の
論
理
」Logik der Phantasie 

と
も
呼
ば
れ
た
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
従
え
ば
、
想
像
の
論
理
と
い
う
概
念
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
弟
子
マ
イ
エ
ル
（G

eorg Fr. 

M
eier

）及
び
テ
ー
テ
ン
ス（Tetens

）に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
心
理
学
の
う
ち
に
根
を
お
ろ
し
、カ
ン
ト
に
お
け
る「
判

断
力
の
批
判
」K

ritik der U
rteilskraft 

も
こ
れ
と
関
聯
を
有
し
て
い
る
。＊

す
で
に
パ
ス
カ
ル
は
理
性
の
知
ら
な

い
「
心
情
の
論
理
」logique du coeur 

を
見
出
し
た
。
現
代
に
お
い
て
も
リ
ボ
ー
の
「
感
情
の
論
理
」logique 

des sentim
ents 

或
い
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
イ
エ
ル
の
「
感
情
的
思
惟
の
心
理
学
」Psychologie des em

otionalen 

D
enkens 

の
説
の
如
き
、
い
ず
れ
も
抽
象
的
思
惟
の
論
理
と
は
区
別
さ
れ
る
論
理
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
果
た

し
て
か
よ
う
に
理
性
の
論
理
と
異
な
る
論
理
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
な



一
七

第
一
章　

神
話

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
構
想
力
の
論
理
と
い
う
名
称
を
復
活
さ
せ
て
研
究
を
始
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ

の
問
題
で
あ
る
。
我
々
の
意
味
す
る
構
想
力
の
論
理
は
、
リ
ボ
ー
の
感
情
の
論
理
、
マ
イ
エ
ル
の
感
情
的
思
惟
の

心
理
学
等
に
対
し
て
如
何
な
る
聯
関
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
溯
っ
て
形
式
論
理
と
如
何
な
る
関
係
に
立

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
一
層
重
要
な
問
題
は
、
普
通
に
弁
証
法
と
い
わ
れ
る
も
の
と
我
々
の
い
う
構
想
力

の
論
理
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
弁
証
法
こ
そ
一
般
に
形
式
論
理
と
異
な
る
論
理
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
て
い
る
。

＊
　E. C

assirer, D
ie Begriffsform

 im
 m

ythischen D
enken, Studien der B

ibliothek W
arburg, 1922, S,  6.

お
よ
そ
形
式
論
理
と
異
な
る
論
理
の
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
詳
細

は
後
の
論
述
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、研
究
の
出
発
点
に
お
い
て
我
々
の
立
っ
て
い
る
問
題
状
況
を
示
す
た
め
に
、

さ
し
あ
た
り
そ
の
若
干
の
理
由
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

先
ず
形
式
論
理
の
抽
象
性
が
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
何
等
か
の
具
体
的
な
論
理
が
要
求
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ

る
形
式
論
理
の
抽
象
性
は
何
処
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
形
式
論
理
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
形
相 form

a 

を

実
在
と
見
た
ギ
リ
シ
ア
の
存
在
論
と
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
。
形
式
論
理
に
い
う
形
式
は
も
と
形
相
の
存
在
論

と
関
係
し
て
い
る
。
従
っ
て
も
し
具
体
的
な
物
は
形
相
と
質
料
と
か
ら
成
る
と
す
れ
ば
、
形
式
論
理
は
物
の
論
理
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で
な
く
、
物
の
論
理
と
し
て
は
抽
象
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ゴ
ス
或
い
は
ヌ
ー
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
お
い
て
物
か
ら
質
料
を
置
き
去
り
に
し
て
形
相
の
み
を
受
け
容
れ
る
能
力
と
考
え
ら
れ
た
。
形
式
論
理
は

い
わ
ば
単
純
に
ロ
ゴ
ス
的
な
論
理
で
あ
る
。
し
か
る
に
我
々
が
物
そ
の
も
の
に
、
そ
の
物
質
性
に
お
け
る
物
に
突

き
当
る
の
は
身
体
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
我
々
は
物
と
し
て
物
に
突
き
当
る
。
い
ま
そ
の
主
体
性
に
お
け
る
身
体
を

パ
ト
ス
と
名
附
け
る
な
ら
ば
、
物
の
論
理
は
単
純
に
ロ
ゴ
ス
的
な
論
理
で
な
く
て
同
時
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
に
関

わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。従
来
の
論
理
学
に
お
い
て
は
思
惟
の
基
礎
も
し
く
は
前
階
に
知
覚
が
置
か
れ
、我
々

が
そ
れ
に
よ
っ
て
物
そ
の
も
の
に
触
れ
る
感
覚
は
殆
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
感
覚
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
に
し
て
も
、
感
覚
も
知
覚
や
思
惟
と
同
様
た
だ
知
的
な
意
味
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
感
覚
が
同
時
に
パ
ト
ス

的
な
意
味
を
含
む
こ
と
は
問
題
で
な
か
っ
た
。
ひ
と
が
「
身
を
も
っ
て
考
え
る
」
場
合
、
身
体
を
有
す
る
人
間
と

し
て
行
為
的
に
思
考
す
る
場
合
、
形
式
論
理
は
抽
象
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
主
知
主
義
の
ギ

リ
シ
ア
的
論
理
に
対
し
て
感
情
の
論
理
の
如
き
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

形
式
論
理
は
知
識
の
論
理
で
あ
る
と
し
て
も
、
行
為
の
論
理
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
す
る
と
い
う

と
き
、
我
々
は
身
体
を
も
っ
て
物
そ
の
も
の
に
突
き
当
る
の
で
あ
る
。
行
為
に
は
身
体
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
行

為
の
対
象
は
抽
象
的
一
般
的
な
も
の
で
な
く
、
個
々
の
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
行
為
の
論
理
は
何
等
か
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形
式
論
理
と
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
は
構
想
力
の
論
理
の
如
き
も
の
で
あ
り
得
る
で
あ

ろ
う
か
。
感
情
の
論
理
と
い
い
、
構
想
力
の
論
理
と
い
う
と
き
、
普
通
に
考
え
ら
れ
る
の
は
美
或
い
は
芸
術
の
領

域
で
あ
る
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
想
像
の
論
理
に
よ
っ
て
美
学
の
基
礎
附
け
を
し
た
。
カ
ン
ト
が
判
断
力
の
先
験

的
構
造
の
う
ち
に
求
め
た
の
も
美
の
法
則
性
の
根
拠
で
あ
る
。
か
く
て
構
想
力
の
論
理
の
如
き
も
の
が
認
め
ら
れ

る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
美
の
論
理
或
い
は
芸
術
の
論
理
で
あ
っ
て
、
行
為
の
論
理
と
は
考
え
難
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
す
べ
て
の
行
為
が
や
が
て
論
ず
る
如
く
ポ
イ
エ
シ
ス
（
制
作
）
の
、
言
い
換
え
る
と
表
現

的
行
為
の
意
味
を
有
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
行
為
の
論
理
は
、
従
来
単
に
芸
術
的
表
現
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
た
に

過
ぎ
ぬ
構
想
力
の
論
理
が
そ
れ
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
我
々
は
い
わ
ゆ
る
審
美
主
義
の
立
場

を
承
認
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
表
現
の
根
本
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術

の
み
で
な
く
一
切
の
行
為
を
、
認
識
作
用
を
も
含
め
て
、
そ
の
根
柢
に
お
い
て
理
解
し
、
か
く
し
て
構
想
力
の
論

理
を
表
現
的
世
界
一
般
の
論
理
と
し
て
美
の
領
域
へ
の
拘
束
か
ら
解
放
し
て
、
道
徳
や
理
論
、
特
に
理
論
と
実
践

と
の
関
係
の
う
ち
に
示
す
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
の
問
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
行
為
は
本
質
的
に
社
会
的
で
あ
る
。
そ
し
て
形
式
論
理
と
異
な
る
論
理
が
要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
の

は
特
に
集
団
心
理
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
形
式
論
理
は
単
に
個
人
的
な
も
の
で
な
く
、
超
個
人
的
普
遍
性
を
有
す
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る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
限
定
を
離
れ
た
人
間
、
永
遠
な

抽
象
的
本
質
と
し
て
の
人
間
を
前
提
す
る
。
歴
史
的
な
社
会
の
心
理
、
こ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
人
間
の
心
理

の
具
体
的
な
活
動
は
形
式
論
理
を
超
え
て
い
る
。
言
語
、
神
話
、
風
俗
、
慣
習
、
制
度
、
等
、
す
べ
て
集
団
心
理

の
産
物
と
見
ら
れ
る
も
の
は
形
式
論
理
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
歴
史
の
主
体
は
元
来
い
わ
ゆ
る
客
観
的
精

神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
形
式
論
理
は
歴
史
の
論
理
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
弁
証
法
は
歴
史
の
論
理

と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
我
々
が
今
こ
と
さ
ら
構
想
力
の
論
理
と
い
う
も
の
を
持
ち
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
歴
史
を

個
人
的
な
も
の
に
還
元
し
よ
う
と
欲
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
反
対
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
の
主
体
は
抽
象
的
一

般
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
単
な
る
精
神
で
は
な
い
、
そ
れ
は
い
わ
ば
社
会
的
身
体
を
具
え
た
も
の
で
あ
り
、
身

体
性
に
よ
っ
て
個
別
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
は
環
境
に
お
い
て
存
在
し
、
環
境

に
働
き
掛
け
る
と
共
に
環
境
か
ら
働
き
掛
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
環
境
を
限
定
す
る
と
共
に
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る

こ
と
に
お
い
て
同
時
に
主
体
と
し
て
自
己
を
自
己
に
よ
っ
て
限
定
し
て
ゆ
く
、そ
こ
に
歴
史
的
な
形
が
作
ら
れ
る
。

構
想
力
の
論
理
は
か
よ
う
な
歴
史
的
な
形
の
論
理
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

形
式
論
理
は
主
体
の
論
理
で
な
く
て
対
象
の
論
理
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の

に
つ
い
て
の
論
理
で
あ
る
。
弁
証
法
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
な
お
対
象
的
或
い
は
客
体
的
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
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と
が
で
き
る
。
主
体
的
立
場
或
い
は
行
為
の
立
場
に
お
け
る
論
理
は
、
形
式
論
理
は
も
と
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
弁

証
法
を
も
超
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
す
る
と
は
広
い
意
味
に
お
い
て
物
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
新

し
い
も
の
が
作
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
行
為
の
論
理
は
創
造
の
論
理
と
し
て
構
想
力
の
論
理
の
如
き
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
悟
性
の
立
場
の
み
で
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
理
性
の
立
場
と
も
異
な

り
、
構
想
力
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
構
想
力
の
論
理
が
歴
史
の
論
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
を
単

に
理
解
す
る
立
場
に
お
い
て
で
な
く
却
っ
て
歴
史
を
作
っ
て
ゆ
く
立
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
っ
と

も
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
想
像
の
論
理
乃
至
カ
ン
ト
に
お
け
る
判
断
力
の
批
判
は
主
と
し
て
美
の
領
域
に
つ
い
て

考
え
ら
れ
た
の
み
で
な
く
、
美
の
理
解
或
は
享
受
の
立
場
に
立
ち
、
芸
術
の
制
作
活
動
そ
の
も
の
の
立
場
に
立
っ

て
い
な
い
。
し
か
し
構
想
力
が
特
別
に
芸
術
家
の
能
力
と
見
ら
れ
る
の
は
、
芸
術
的
活
動
が
特
別
に
創
作
と
見
ら

れ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
仕
事
は
構
想
力
の
論
理
を
美
の
領
域
へ
の
拘
束
か
ら
解
放
し
て
広

く
行
為
の
世
界
へ
導
き
入
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
を
歴
史
的
創
造
の
論
理
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
云
っ
た
如
く
形
式
論
理
は
も
と
単
に
形
式
的
で
あ
っ
た
の
で
な
く
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
形
相
の
存

在
論
と
結
び
附
き
、
つ
ま
り
形
の
論
理
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
存
在
論
に
は
歴
史
的
な
考
え
方
が
欠
け
て

い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
も
或
る
意
味
に
お
い
て
は
形
の
論
理
で
あ
る
が
、
歴
史
的
な
見
方
を
含
む
と
い
う
特
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色
を
有
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
も
ギ
リ
シ
ア
の
存
在
論
と
同
様
、
観
想
の
立
場
に
立
ち
、
真
に

行
為
の
立
場
に
立
っ
て
い
な
い
。
構
想
力
の
論
理
は
歴
史
的
な
形
の
論
理
で
あ
り
、
且
つ
こ
れ
を
作
る
立
場
に
お

け
る
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
の
論
理
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
物
と
は
歴
史
的
な
物
を
い
い
、
そ
れ
は
表
現
的
な

も
の
と
し
て
形
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
創
造
と
い
っ
て
も
、
形
の
あ
る
も
の
が
外
に
作
ら
れ
る
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
な
形
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
の
統
一

で
あ
る
。
構
想
力
の
論
理
は
か
よ
う
に
し
て
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
統
一
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
構
想
力
と
は
何
で
あ
り
、
構
想
力
の
論
理
そ
の
も
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
概
括
的
な
答

は
後
に
廻
し
て
、
我
々
は
む
し
ろ
現
象
学
的
に
研
究
を
進
め
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
現
象
学
か
ら
論
理

学
へ
の
道
を
辿
っ
た
の
に
倣
い
、
我
々
は
現
象
の
分
析
の
う
ち
に
論
理
を
追
跡
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

二

神
話
は
最
も
原
始
的
な
観
念
形
態
と
見
ら
れ
て
い
る
。
十
八
世
紀
の
啓
蒙
哲
学
、
十
九
世
紀
の
実
証
哲
学
は
、

神
話
の
独
自
性
を
認
め
な
い
で
、
単
に
科
学
の
前
段
階
の
も
の
、
科
学
の
非
科
学
的
な
代
用
物
に
過
ぎ
ぬ
と
考
え
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た
。
コ
ン
ト
の
三
段
階
説
は
そ
の
古
典
的
な
例
で
あ
る
。
か
よ
う
な
見
方
の
誤
謬
は
次
第
に
訂
正
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
に
依
れ
ば
、
神
話
は
無
駄
な
ラ
プ
ソ
デ
ィ
で
も
空
虚
な
想
像
の
目
的
の
な
い
流
出
物
で
も

な
く
、
難
儀
な
仕
事
の
、
頗
る
重
要
な
文
化
的
力
で
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
の
関
心
は
実
践
的
な
目
的
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。
神
話
は
知
的
な
説
明
で
も
芸
術
的
な
形
象
で
も
な
く
、
未
開
人
の
信
仰
と
道
徳
的
智
慧
と
の
実
践
的
な

憲
章
で
あ
る
。＊

ま
た
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
未
開
人
の
心
理
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
に
基
づ
い
て
、
彼
等
の

心
理
と
我
々
文
明
人
の
心
理
と
の
関
係
は
子
供
の
心
理
と
成
人
の
心
理
と
の
関
係
で
な
い
よ
う
に
、
彼
等
の
神
話

は
科
学
の
前
段
階
と
見
ら
る
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
て
い
る＊
＊。

い
ま
我
々
に
と
っ
て
未
開
人
の
神
話
が
特
に
問
題

で
あ
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
示
唆
を
得
る
た
め
に
先
ず
そ
の
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

＊
　B

r. M
alinow

ski, M
yth in prim

itive psychology,1926.

＊
＊
　Lévy-B

ruhl, La m
ythologie prim

itive, D
euxièm

e édition 1935.

未
開
人
の
心
理
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
派
の
社
会
学
者
に
依
れ
ば
集
合
表
象 représentations collectives 

の
問
題

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
集
合
表
象
と
い
う
の
は
或
る
与
え
ら
れ
た
社
会
群
の
成
員
に
共
通
な
表
象
で
あ
り
、
そ
こ
に

お
い
て
世
代
か
ら
世
代
へ
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
個
人
を
単
に
個
人
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
ぬ
性
質

を
有
し
、
却
っ
て
個
人
に
押
し
か
ぶ
さ
り
、
個
人
に
お
い
て
そ
の
対
象
に
対
す
る
尊
敬
、
恐
怖
、
崇
拝
等
の
感
情
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を
喚
び
起
す
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
集
合
表
象
は
普
通
に
い
う
表
象
と
同
じ
に
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
表
象
と
い

え
ば
普
通
に
は
、
知
的
な
、
認
識
に
関
わ
る
現
象
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
る
に
未
開
人
の
心
理
に
お
い
て
は
表

象
は
感
情
的
且
つ
運
動
的 ém

otionnel et m
oteur 

な
要
素
と
混
じ
、
こ
の
要
素
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
、
滲
透
さ
れ
、

従
っ
て
表
象
さ
れ
た
対
象
に
対
し
て
純
粋
に
知
的
な
表
象
と
は
異
な
る
態
度
を
伴
っ
て
い
る
。
感
情
的
且
つ
運
動

的
な
要
素
は
こ
の
表
象
の
構
成
的
な
部
分
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
か
よ
う
な
未
開
人
の
心
理
の
特
徴

を
、
神
秘
的 m

ystique 
で
ま
た
前
論
理
的 prélogique 

で
あ
る
と
こ
ろ
に
認
め
た
。＊

神
秘
的
と
い
う
の
は
、
感

覚
に
は
分
ら
な
い
け
れ
ど
も
実
在
す
る
力
、
影
響
、
作
用
に
対
す
る
信
仰
を
意
味
し
て
い
る
。
未
開
人
の
集
合
表

象
に
お
い
て
は
如
何
な
る
存
在
、
如
何
な
る
物
、
如
何
な
る
現
象
も
我
々
に
対
し
て
現
れ
る
の
と
同
じ
で
な
く
、

実
在
そ
の
も
の
が
神
秘
的
で
あ
る
。
彼
等
は
物
の
客
観
的
な
関
係
に
は
殆
ど
無
関
心
で
あ
っ
て
、
何
よ
り
も
神
秘

的
な
連
繋
に
注
意
を
向
け
る
。
出
来
事
の
間
の
因
果
の
自
然
的
な
関
係
は
気
附
か
れ
な
い
か
、
極
め
て
小
さ
な
重

要
性
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
彼
等
の
考
え
方
は
前
論
理
的
で
あ
る
。
前
論
理
的
と
い
う
意
味
は
、
論
理
的
思
惟

の
出
現
に
対
し
て
時
間
的
に
前
の
段
階
を
形
作
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
未
開
人
の
集
合
表
象
は
我
々
の
思
惟

の
如
く
矛
盾
を
避
け
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
前
論
理
的
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
に
依
れ
ば
、
集
合
表
象
及
び
そ
の
結
合
は
主
と
し
「
分
与
の
法
則
」loi de participation 
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に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
論
理
上
の
矛
盾
の
法
則
に
対
し
て
は
無
関
心
で
あ
る
。
即
ち
そ
こ
で
は
物
、
存
在
、
現
象

は
、
自
己
自
身
で
あ
る
と
同
時
に
自
己
以
外
の
他
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
自
己
自
身
で
あ
る

の
を
や
め
る
こ
と
な
し
に
自
己
の
外
部
に
感
じ
ら
れ
る
力
、
能
、
性
質
、
神
秘
的
作
用
を
発
し
ま
た
受
け
る
。
例

え
ば
、
ボ
ロ
ロ
族
の
人
間
は
赤
い
鸚オ
ウ
ム鵡
で
あ
る
こ
と
を
自
慢
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
等
が
死
後
赤
い
鸚
鵡
に
な

る
と
か
、
赤
い
鸚
鵡
が
転
形
し
た
ボ
ロ
ロ
人
で
あ
る
と
か
と
い
う
の
で
な
く
、
ボ
ロ
ロ
人
は
実
際
に
赤
い
鸚
鵡
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
質
的
同
一
を
意
味
し
て
い
る
。
彼
等
は
人
間
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
赤

い
羽
根
の
鳥
で
あ
る
。
す
べ
て
の
ト
ー
テ
ム
社
会
に
お
い
て
は
、
分
与
の
法
則
に
従
っ
て
、
一
つ
の
ト
ー
テ
ム
群

の
個
人
と
そ
の
ト
ー
テ
ム
と
の
間
に
、
こ
れ
に
類
す
る
同
一
性
を
意
味
す
る
集
合
表
象
が
存
在
し
て
い
る
。
単
に

静
学
的
見
地
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
動
学
的
見
地
に
お
い
て
も
同
様
に
、
或
る
存
在
ま
た
は
現
象
の
生
成
、
或

る
出
来
事
の
出
現
は
、
神
秘
的
な
条
件
の
も
と
に
一
の
物
か
ら
他
の
物
へ
伝
わ
る
神
秘
的
な
作
用
か
ら
結
果
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
接
触
、
振
替
、
共
感
、
遠
隔
作
用
な
ど
種
々
の
形
式
の
も
と
に
表
象
さ
れ
る
分
与
に
依
存
す

る
。
未
開
社
会
の
大
多
数
に
お
い
て
は
、
狩
猟
や
漁
撈
に
お
け
る
獲
物
の
豊
か
さ
、
季
節
や
降
雨
の
規
則
正
し
さ

は
、
一
定
の
人
間
に
よ
る
一
定
の
儀
礼
の
執
行
に
、
或
い
は
特
殊
な
神
秘
的
力
を
有
す
る
神
聖
な
人
間
の
現
在
ま

た
は
健
康
に
結
び
附
い
て
い
る
。
未
開
人
の
心
は
対
象
を
単
に
表
象
す
る
以
上
の
こ
と
を
す
る
、
そ
れ
は
対
象
を
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占
有
し
、
ま
た
対
象
か
ら
占
有
さ
れ
る
。
そ
れ
は
対
象
と
交
通
す
る
。
そ
れ
は
単
に
表
象
的
な
意
味
に
お
い
て
で

な
く
、
却
っ
て
同
時
に
身
体
的
な
且
つ
神
秘
的
な
意
味
に
お
い
て
対
象
に
分
与
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
を

単
に
考
え
る
の
で
な
く
、
対
象
を
生
き
る
。
儀
式
や
典
礼
は
ト
ー
テ
ム
群
と
そ
の
ト
ー
テ
ム
と
の
間
に
真
の
共

生 sym
biose 

を
実
現
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
集
合
表
象
は
極
め
て
強
度
に
感
情
的
な
心
的
状

態
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
表
象
は
運
動
や
行
動
か
ら
分
化
す
る
こ
と
な
く
、
社
会
群
に
対
し
て
そ
の
求
め
る
共
同 

com
m

union 

を
齎
す
の
で
あ
る
。

＊
　Lévy-B

ruhl, Les fonctions m
entales dans les sociétés inférieures, H

uitièm
e édition 1928.

か
よ
う
に
し
て
最
も
純
粋
な
姿
に
お
け
る
未
開
人
の
心
理
に
お
い
て
は
、
個
人
と
社
会
群
と
の
、
且
つ
同
時
に

社
会
群
と
周
囲
の
物
の
群
と
の
分
与
が
感
じ
ら
れ
、
生
き
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
二
重
の
分
与
は
連
帯
的
で
あ
っ
て
、

一
方
の
変
化
は
他
方
の
上
に
反
響
す
る
。
群
の
成
員
で
あ
る
各
人
の
個
人
意
識
が
強
ま
る
に
従
っ
て
、
社
会
群
と

周
囲
の
存
在
ま
た
は
物
の
群
と
の
神
秘
的
な
共
生
の
感
情
は
よ
り
少
な
く
内
面
的
に
、
よ
り
少
な
く
直
接
的
に
、

よ
り
少
な
く
恒
常
的
に
な
る
。
一
方
の
場
合
に
も
他
方
の
場
合
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
外
的
な
連
繋
が
共
同
の
直

接
的
な
感
情
の
代
用
物
と
な
り
始
め
る
。
言
い
換
え
る
と
、そ
の
と
き
分
与
は
表
象
さ
れ
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
。

も
は
や
現
実
的
に
生
き
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
、
し
か
も
つ
ね
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
共
同
は
、
今
や



二
七

第
一
章　

神
話

間
接
的
な
仕
方
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
分
与
は
も
は
や
社
会
群
の
各
成
員
に
よ
っ
て
直
接
的
に
感
じ
ら
れ

て
い
な
い
故
に
、
そ
れ
は
宗
教
的
な
或
い
は
呪
術
的
な
行
為
、
神
聖
な
存
在
や
物
、
僧
侶
や
秘
密
結
社
の
成
員
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
儀
礼
等
を
絶
え
ず
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
神
話
の
起

原
を
ま
た
ま
さ
に
か
く
の
如
き
と
こ
ろ
に
認
め
て
い
る
。＊

社
会
群
に
対
す
る
個
人
の
分
与
が
な
お
直
接
的
に
感
じ

ら
れ
て
い
る
場
合
、
周
囲
の
存
在
の
群
に
対
す
る
社
会
群
の
分
与
が
な
お
現
実
的
に
生
き
ら
れ
て
い
る
場
合
、
即

ち
神
秘
的
な
共
生
の
時
期
が
続
い
て
い
る
限
り
、
神
話
は
稀
で
貧
弱
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
一
層
進
ん
だ
型
の

社
会
に
お
い
て
は
神
話
は
次
第
に
豊
富
に
な
る
。
神
話
は
、
も
は
や
直
接
的
な
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
な
い

分
与
を
実
現
す
る
た
め
に
媒
介
物
の
力
を
借
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
は
や
生
き
ら
れ
て
い
な
い
共
同
を
確
保
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
未
開
人
の
心
理
の
産
物
で
あ
る
。
神
話
は
社
会
群
の
自
己
の
過
去
と
の
、
そ
し
て
同
時

に
周
囲
の
存
在
の
群
と
の
連
帯
性
の
表
現
で
あ
り
、
こ
の
連
帯
性
の
感
情
を
保
ち
、
絶
え
ず
新
た
に
す
る
手
段
で

あ
る
。
分
与
の
法
則
に
支
配
さ
れ
る
未
開
人
の
心
理
に
お
い
て
は
神
話
は
そ
の
表
現
す
る
神
秘
的
な
実
在
と
の
共

同
の
極
め
て
強
い
感
情
に
伴
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
客
観
的
な
要
素
よ
り
も
神
秘
的
な
要
素
が
遥
に
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
る
。
自
然
史
も
神
聖
史
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
。
我
々
が
客
観
的
と
呼
び
、
我
々
に
と
っ
て
存
在
を

定
義
し
分
類
す
る
属
性
は
、
未
開
人
に
お
い
て
は
感
情
的
な
且
つ
運
動
的
な
要
素
の
う
ち
に
包
ま
れ
、
彼
等
の
注
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意
は
専
ら
こ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
　Les fonctions m

entales, p. 430 et suiv.

と
こ
ろ
で
社
会
の
発
達
す
る
に
従
っ
て
論
理
的
思
惟
が
発
達
し
、
概
念
が
発
達
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
前
論
理

的
な
考
え
方
は
消
滅
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
か
く
の
如
き
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
発
達
し
た
社
会
に
お
い
て
も
前
論
理
的
な
考
え
方
の
痕
跡
は
大
多
数
の
概
念
の
う
ち
に
消
滅
し

な
い
で
残
っ
て
い
る
。
存
在
や
現
象
の
客
観
的
な
性
質
や
関
係
を
純
粋
に
表
現
す
る
の
は
科
学
的
思
惟
の
用
い
る

少
数
の
概
念
に
過
ぎ
ず
、
か
よ
う
な
概
念
は
一
般
に
甚
だ
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
現
象
の
特
定
の
性
質
、
そ
の
特
定

の
関
係
を
表
現
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
他
の
最
も
普
通
に
用
い
ら
れ
る
概
念
は
、
前
論
理
的
な
考
え
方
に
お
い
て
こ
れ

に
相
応
す
る
集
合
表
象
が
あ
っ
た
も
の
の
形
跡
を
留
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
霊
魂
、
生
命
、
死
、
社
会
、
秩
序
、

血
族
、
美
、
等
の
概
念
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
う
ち
に
は
分
与
の
法
則
を
示
す
よ
う
な
或
る
関
係
の
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
仮
に
大
部
分
の
概
念
か
ら
神
秘
的
な
前
論
理
的
な
要
素
が
取
除
か
れ
て

し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
神
秘
的
な
前
論
理
的
な
考
え
方
が
完
全
に
消
滅
す
る
と
は
云
え
な
い
。
純
粋

な
概
念
と
そ
の
合
理
的
組
織
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
論
理
的
思
惟
は
以
前
の
表
象
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
た
心
理

と
同
範
囲
に
亙
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
者
は
純
粋
に
知
的
な
機
能
を
有
す
る
の
で
な
く
、
知
的
な
機
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能
は
そ
こ
で
は
未
分
化
の
要
素
と
し
て
運
動
的
な
、
特
に
感
情
的
な
要
素
と
融
合
し
て
複
雑
な
全
体
を
形
作
っ
て

い
る
。
従
っ
て
社
会
の
発
展
の
経
過
に
お
い
て
認
識
機
能
が
分
化
し
、
集
合
表
象
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
他
の

要
素
か
ら
分
離
し
、
か
く
し
て
一
種
の
独
立
性
を
獲
得
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
が
除
外
し
た
要
素
の
等
価

物
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
要
素
の
一
部
分
は
そ
れ
の
外
部
に
、
そ
れ
と
並
ん
で
限
定
さ
れ
な
い
形
で

存
続
す
る
。
論
理
的
思
惟
の
発
達
は
分
与
の
法
則
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
表
象
が
矛
盾
を
含
む
場
合
容
赦
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
論
理
的
思
惟
が
か
よ
う
に
不
寛
容
で
あ
る
に
反
し
て
、
前
論
理
的
な
神
秘
的
な
心
理
は
論
理
的
要
求

に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
矛
盾
を
求
め
も
し
な
い
が
、
矛
盾
を
避
け
も
し
な
い
。
論
理
の
法
則
に
従
っ

て
厳
密
に
秩
序
附
け
ら
れ
た
概
念
の
体
系
と
隣
り
合
っ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
対
し
て
殆
ど
何
等
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
。
論
理
的
思
惟
は
決
し
て
前
論
理
的
な
心
理
の
普
遍
的
な
相
続
人
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
強
く
感
じ
ら

れ
生
き
ら
れ
た
分
与
を
表
現
す
る
集
合
表
象
は
そ
の
論
理
的
矛
盾
の
証
明
に
も
拘
ら
ず
つ
ね
に
維
持
さ
れ
る
。
分

与
の
内
面
的
な
生
々
し
た
感
情
は
論
理
的
要
求
の
力
に
匹
敵
す
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
こ
れ
を
超
え
て
い
る
。
多

く
の
制
度
、
宗
教
上
の
、
道
徳
上
の
、
政
治
上
の
制
度
は
か
よ
う
な
集
合
表
象
を
基
礎
と
し
、
ま
た
そ
の
表
現
で

あ
る
。
我
々
の
社
会
に
お
い
て
も
分
与
の
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
表
象
及
び
表
象
の
結
合
は
決
し
て
消

え
失
せ
る
こ
と
な
く
、
論
理
的
法
則
に
従
う
表
象
及
び
表
象
の
結
合
と
並
ん
で
存
続
し
て
い
る
。
実
に
「
我
々
の
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心
的
活
動
は
合
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
非
合
理
的
で
あ
る
」。
そ
こ
に
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
ま
た
宗
教
上
の

教
理
や
哲
学
体
系
の
歴
史
を
説
明
す
る
鍵
が
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。

三

さ
て
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
の
云
う
如
く
我
々
の
社
会
に
至
る
ま
で
一
層
進
歩
し
た
社
会
に
お
い
て
も
集
合
表

象
が
存
続
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
神
話
は
単
に
人
類
発
達
の
原
始
的
な
段
階
に
属
す
る
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
あ
ら

ゆ
る
社
会
に
お
い
て
つ
ね
に
存
在
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
云
う
如
く
個
人
の

社
会
に
対
す
る
分
与
が
直
接
的
に
感
じ
ら
れ
現
実
的
に
生
き
ら
れ
て
い
る
限
り
神
話
は
却
っ
て
稀
で
あ
り
、
要
求

さ
れ
る
そ
の
分
与
が
間
接
的
な
手
段
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
場
合
に
神
話
が
生
ず
る
と
す
れ

ば
、
社
会
の
発
達
と
共
に
個
人
意
識
が
発
達
し
た
場
合
に
は
集
合
表
象
の
表
現
は
何
よ
り
も
神
話
の
形
式
を
採
ら

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
古
代
の
神
話
が
あ
っ
た
の
み
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
神
話

が
あ
る
。
自
由
、
平
等
は
十
八
世
紀
の
神
話
で
あ
っ
た
。
現
代
に
は
現
代
の
神
話
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
廿
世
紀

の
神
話
」（A

lfred R
osenberg, D

er M
ythus des 20. Jahrhunderts, 1930.

）
が
あ
る
。
今
日
、
神
話
の
重
要
性
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は
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
如
き
非
合
理
主
義
者
が
考
え
る
の
み
で
な
く
、
主
知
主
義
者
と
い
わ
れ
る
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の

如
き
も
、「
最
初
に
神
話
が
あ
っ
た
」（A

u com
m

encem
ent était la Fable!

）
と
記
し
て
い
る
。＊

し
か
も
そ
れ
は

単
に
時
間
的
な
意
味
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
寧
ろ
論
理
的
な
意
味
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
社
会
の
制
度

そ
の
も
の
が
す
で
に
何
等
か
神
話
的
意
味
を
含
む
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
の
は
現

在
も
存
在
し
ま
た
創
造
さ
れ
る
よ
う
な
神
話
で
あ
る
。
神
話
を
か
よ
う
に
見
た
上
で
、
そ
れ
と
構
想
力
と
の
関
係

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊ Paul Valéry, Petite lettre sur les m
ythes, Variété II 1930, p. 255.

神
話
は
単
な
る
認
識
の
産
物
で
な
く
、
感
情
的
な
且
つ
運
動
的
な
要
素
が
そ
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
神
話
の
形
成
に
は
分
与
の
法
則
の
如
き
も
の
が
働
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
分
与
が
直
接
的
、
い
わ
ば
本
能
的

で
な
く
、
却
っ
て
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
の
語
に
依
れ
ば
「
分
与
が
表
象
さ
れ
る
傾
向
を
有
す
る
」
場
合
に
初
め

て
神
話
が
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
或
る
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
理
は
感
情
の
論
理

で
あ
り
、更
に
適
切
に
想
像
の
論
理
も
し
く
は
構
想
力
の
論
理
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
リ
ボ
ー
に
依
れ
ば
、

人
間
が
外
的
並
び
に
内
的
感
覚
の
直
接
的
知
識
を
超
え
る
や
否
や
、
彼
が
直
接
的
経
験
或
は
そ
の
追
憶
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
も
の
の
彼
方
に
冒
険
を
企
て
る
や
否
や
、
説
明
し
、
推
量
し
、
予
見
す
る
た
め
に
、
彼
は
二
つ
の
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手
続
即
ち
推
理
す
る
こ
と raisonner 

と
想
像
す
る
こ
と im

aginer 

と
を
し
か
有
せ
ず
、
子
供
や
知
的
文
化
を
持

た
ぬ
民
族
に
お
い
て
見
ら
れ
る
如
く
両
者
は
も
と
混
合
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
精
神
の
発
達
に
従
っ
て
分
化

し
、
合
理
的
論
理
と
感
情
の
論
理
と
の
間
の
分
離
が
生
ず
る
。
即
ち
リ
ボ
ー
の
い
う
感
情
の
論
理
も
想
像
の
論
理

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
感
情
的
推
理
は
多
く
の
場
合
想
像
の
、
特
に
創
造
的
想
像
の
作
業
で
あ
る
、
と
彼
は
書
い
て

い
る
。＊

ま
た
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
に
依
れ
ば
、
未
開
人
に
と
っ
て
神
話
と
夢
と
は
全
く
類
似
の
性
質
を
有
し
て

い
る
。
彼
等
の
心
理
に
お
い
て
は
可
視
的
な
世
界
と
不
可
視
的
な
世
界
と
は
一
つ
で
あ
る
。
感
覚
的
な
実
在
と
神

秘
的
な
力
と
の
間
に
は
絶
え
ざ
る
交
通
が
行
わ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
こ
と
は
夢
の
中
で
最
も
直
接
に
、
最
も
完

全
に
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
夢
に
見
ら
れ
る
も
の
は
未
開
人
に
と
っ
て
覚
醒
時
に
得
ら
れ
る
知
覚
と
同
価
値
の

も
の
で
あ
る
。
彼
等
に
し
て
も
粗
野
な
心
理
的
錯
覚
に
欺
か
れ
は
し
な
い
。
彼
等
は
夢
と
覚
醒
時
の
知
覚
と
を
区

別
す
る
こ
と
が
で
き
、
眠
れ
る
時
の
ほ
か
夢
み
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
た
だ
夢
に
見
ら
れ
た
も
の
が
多
く
矛

盾
を
含
む
と
し
て
も
、
未
開
人
の
心
理
に
お
い
て
は
矛
盾
の
原
理
は
重
要
性
を
有
し
な
い
。
彼
等
と
雖
も
す
べ
て

の
夢
を
無
差
別
に
信
ず
る
の
で
は
な
く
、
或
る
夢
は
信
ず
べ
き
真
の
夢 vision 

と
せ
ら
れ
、
他
の
も
の
は
単
な

る
夢 rêve 

に
過
ぎ
ぬ
と
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
か
よ
う
な
留
保
を
し
た
上
で
、
未
開
人
の
眼
に
と
っ
て
は
夢
に
見

ら
れ
た
も
の
は
覚
め
た
状
態
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
も
の
と
同
様
に
、
寧
ろ
そ
れ
以
上
に
、
実
在
的
で
あ
る
、
な
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ぜ
な
ら
夢
の
中
で
啓
示
さ
れ
た
も
の
は
高
次
の
秩
序
に
属
し
、
事
物
の
経
過
に
対
し
て
不
可
抗
的
な
影
響
を
及
ぼ

す
と
信
ぜ
ら
れ
る
か
ら
。
か
く
し
て
夢
の
入
る
世
界
と
神
話
時
代
の
世
界
と
は
殆
ど
区
別
さ
れ
な
い
、と
レ
ヴ
ィ
・

ブ
リ
ュ
ー
ル
は
書
い
て
い
る＊
＊。
し
か
る
に
構
想
力
と
夢
と
の
類
似
は
す
で
に
古
く
か
ら
云
わ
れ
て
き
た
。
社
会
学

者
の
い
わ
ゆ
る
集
合
表
象
は
構
想
力
に
お
い
て
継
続
さ
れ
、
純
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
神
話
は
そ
の
一
つ
の
場

合
で
あ
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　Th. R

ibot, La logique des sentim
ents, Préface.

＊
＊
　La m

ythologie prim
itive, X

X
IV

―XXVI. 

な
お
同
じ
著
者
の La m

entalité prim
itive, chapitre III.

を
見
よ
。

構
想
力
の
作
用
と
夢
、
ま
た
幻
覚
、
更
に
狂
気
と
の
近
親
は
、
こ
れ
ま
で
特
に
詩
人
の
構
想
力
に
つ
い
て
語
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
共
通
な
特
色
は
、
想
像
表
象
の
強
さ
、
そ
の
感
覚
的
な
明
ら
か
さ
、
現
実
の
限
界
を
超
え

て
の
そ
の
自
由
な
形
成
で
あ
る
。
詩
人
は
彼
の
構
想
力
の
産
物
で
あ
る
諸
形
態
、
諸
状
況
を
知
覚
と
同
じ
よ
う
に

は
っ
き
り
と
見
る
。彼
は
自
分
の
作
り
出
し
た
人
物
が
現
実
の
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
彼
等
と
一
諸
に
生
活
し
、

彼
等
の
苦
痛
を
現
実
の
苦
痛
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
る
。
フ
ロ
ベ
ー
ル
は
、
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
が
毒
を
飲
む
有
様
を

描
い
た
と
き
、
自
分
の
舌
に
砒
素
の
味
を
は
っ
き
り
と
感
じ
、
続
け
さ
ま
に
二
度
ま
で
食
物
を
吐
い
た
、
と
云
っ

て
い
る
。
ま
た
ゲ
ー
テ
は
、
悲
劇
を
書
こ
う
と
企
て
る
だ
け
で
怖
し
く
な
り
、
こ
の
企
て
に
よ
っ
て
身
を
毀
し
て
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し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
気
が
し
た
、
と
シ
ラ
ー
に
話
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
場
合
一
種
の
深
い
分
与
が
認

め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
詩
人
の
構
想
力
に
基
づ
き
心
像 B

ild 

が
現
実
的
な
も
の
を
超
え
て
自

由
に
展
開
す
る
場
合
に
従
う
法
則
を
分
析
し
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
た
。＊

芸
術
に
お
け
る
構
想
力
の
作
用
は
認
識

に
お
け
る
そ
れ
と
は
も
と
よ
り
神
話
に
お
け
る
そ
れ
と
も
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
の
説
に
は
一

般
的
に
見
て
我
々
の
研
究
を
進
め
る
上
に
手
懸
り
と
な
り
得
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

＊
　W

ilhelm
 D

ilthey, D
ichterische Einbildungskraft und W

ahnsinn, G
esam

m
elte Schriften, V

I.B
and.

従
来
の
支
配
的
な
心
理
学
に
お
い
て
は
表
象
は
固
定
し
た
事
実
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
か
か
る
表
象
が
互
い
に
再

生
し
合
い
、
押
し
退
け
合
う
法
則
が
立
て
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
法
則
は
抽
象
に
過
ぎ
な
い
。
現
実
の

精
神
生
活
に
お
い
て
は
心
像
の
、
即
ち
解
体
さ
れ
て
い
な
い
単
一
な
表
象
の
運
命
は
、
感
情
と
注
意
の
分
配
と
に

依
存
し
て
い
る
。
心
像
は
か
く
し
て
衝
動
的
な
力
を
得
る
。
そ
れ
は
生
命
で
あ
り
、
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
生

じ
、
展
開
し
、
再
び
消
え
失
せ
る
。
心
像
は
そ
の
組
成
要
素
が
脱
落
し
或
い
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
化

す
る
。
物
理
学
者
が
夢
に
空
を
飛
ぶ
と
き
重
力
の
経
験
は
彼
に
と
っ
て
失
わ
れ
、
画
家
が
モ
デ
ル
か
ら
マ
ド
ン
ナ

を
描
き
出
す
と
き
反
撥
す
る
特
徴
は
排
除
さ
れ
る
。
ま
た
心
像
は
伸
び
た
り
縮
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
を
組
成
し
て
い
る
感
覚
の
強
度
が
増
し
た
り
減
じ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
化
す
る
。
夢
の
中
で
は
棚
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か
ら
落
ち
る
本
の
音
が
砲
声
と
な
り
、
隣
の
人
の
鼾
が
怒
号
す
る
激
浪
と
な
り
、
足
の
裏
の
下
の
湯
タ
ン
ポ
に

触
れ
て
は
エ
ト
ナ
【
シ
チ
リ
ア
島
の
火
山
】
の
頂
上
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
更
に
心
像
及
び
そ
の

結
合
は
、
そ
の
最
も
内
的
な
核
の
中
へ
新
し
い
組
成
要
素
や
結
合
が
入
込
ん
で
こ
れ
を
補
足
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

変
化
す
る
。
聯
想
が
種
々
に
か
よ
う
な
変
化
を
導
き
入
れ
る
。
か
く
て
「
構
想
力
の
原
現
象
」 U

rphänom
en der 

Einbildungskraft 

と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
ゲ
ー
テ
が
自
分
に
つ
い
て
観
察
し
た
心
像
の
展
開
に
存
し
て
い
る
。

ゲ
ー
テ
は
云
う
、「
私
に
は
か
よ
う
な
天
分
が
あ
っ
た
、
眼
を
閉
じ
頭
を
垂
れ
て
、
眼
の
中
央
へ
向
け
て
一
つ
の

花
を
思
い
浮
べ
る
と
、
そ
の
花
は
ひ
と
と
き
も
そ
の
最
初
の
姿
に
止
ま
ら
な
い
で
、
花
は
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
、
そ
の

内
部
か
ら
再
び
多
彩
な
、
そ
し
て
緑
の
葉
を
も
っ
た
新
し
い
花
が
展
開
し
た
。
そ
れ
は
自
然
の
花
で
な
く
て
空
想

の
花
な
の
で
は
あ
る
が
、
彫
刻
家
の
薔
薇
形
装
飾
の
よ
う
に
規
則
正
し
い
。
芽
ば
え
出
て
く
る
創
造
物
を
固
定
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
」。
ま
た
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
は
告
白
し
て
い
る
、「
私
の
行
き
方
は
こ
う
だ
、

ま
ず
あ
る
気
分
、
或
る
音
楽
的
な
気
分
が
先
に
来
て
、
そ
れ
が
私
に
は
色
と
な
り
、
次
い
で
一
つ
の
或
い
は
幾
つ

も
の
形
態
が
、
何
か
或
る
身
構
え
と
か
身
振
り
と
か
に
お
い
て
、
単
独
に
或
い
は
互
い
に
対
し
て
い
る
の
が
見
え

て
く
る
。
不
思
議
に
も
か
の
像
も
し
く
は
か
の
群
は
、
普
通
に
は
大
団
円
の
像
で
な
く
、
し
ば
し
ば
単
に
何
か
あ

る
感
動
的
な
状
況
に
あ
る
一
つ
の
特
徴
的
な
姿
に
過
ぎ
ぬ
。
初
め
に
見
ら
れ
た
場
面
か
ら
、時
に
は
前
方
に
向
い
、
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時
に
は
終
末
に
向
っ
て
、
絶
え
ず
新
し
い
彫
塑
的
な
身
振
狂
言
的
な
形
態
と
群
が
飛
び
出
し
て
き
て
、
遂
に
私
は

全
体
の
戯
曲
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
切
は
非
常
な
遽
あ
わ
た
だし

さ
で
起
り
、
私
の
意
識
は
そ
の
と
き
全
く
受
動

的
な
状
態
に
あ
る
」。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
依
れ
ば
、
心
像
は
心
に
お
け
る
一
つ
の
出
来
事
で
あ
る
と
同
時
に
一
つ
の

形
成
過
程 B

ildungsprozess 

で
あ
る
、
そ
れ
は
心
的
生
活
の
全
体
の
聯
関
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
ま
た
基
礎
附
け

ら
れ
て
い
る
。
表
象
も
し
く
は
そ
の
組
成
要
素
は
こ
の
聯
関
の
作
用
の
も
と
に
内
的
変
化
を
遂
げ
る
。
心
的
聯
関

は
普
通
に
は
意
識
に
上
ら
な
い
に
し
て
も
、
つ
ね
に
一
つ
の
全
体
と
し
て
統
制
的
に
働
い
て
い
る
。
し
か
る
に
夢

や
狂
気
に
お
い
て
は
こ
の
統
制
が
減
じ
或
い
は
失
わ
れ
、
心
像
は
気
随
に
展
開
し
、
結
合
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し

詩
人
の
構
想
力
に
お
い
て
は
こ
の
聯
関
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
感
情
、
情
緒
、
感
官
的
組
織
の
異
常

な
力
が
現
実
の
限
界
を
越
え
て
心
像
を
自
由
に
展
開
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
天
才
は
何
等
病
的
な
現
象
で
な
く
、
却

っ
て
か
よ
う
な
心
的
聯
関
の
完
全
性
と
力
と
か
ら
発
す
る
と
こ
ろ
の
本
質
的
な
も
の
に
対
す
る
眼
光
で
あ
る
。
こ

こ
に
心
理
主
義
の
誤
謬
に
陥
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
心
理
学
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
論

理
学
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
古
典
的
な
心
理
学
に
お
い
て
は
表
象
は
個
々
の
固
定
し
た
事
実
と
見

ら
れ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
原
子
論
的
公
理
の
上
に
立
っ
て
い
る
。＊

同
じ
よ
う
に
古
典
的
な
論
理
学
に
お
い
て
も

表
象
は
固
定
し
た
内
容
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
「
表
象
自
体
」
の
思
想
は
か
く
の
如
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き
見
方
の
対
象
論
理
的
に
純
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
表
象
に
つ
い
て
の
こ
の
見
方
は
形

式
論
理
に
お
け
る
同
一
の
原
理
も
し
く
は
矛
盾
の
原
理
と
結
び
附
い
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
論
理
は
そ
の
意
味
に

お
い
て
も
表
象
の
論
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
構
想
力
の
論
理
に
お
い
て
は
心
像
そ
の
も
の
が
動
的
形

成
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
表
象
は
形
像
と
し
て
孤
立
し
た
も
の
で
な
く
、
感
情
と
内
面
的
に
結
合
し
、
一
つ

の
全
体
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
基
礎
は
原
子
論
的
公
理
と
は
反
対
に
全
体
性
の
公
理
で
あ
る
。

＊
　V

gl. K
arl B

ühler, D
ie K

rise der Psychologie, Zw
eite A

uflage 1929.

次
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
依
れ
ば
、
我
々
の
精
神
物
理
的
存
在
の
う
ち
に
我
々
に
と
っ
て
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も

の
と
の
関
係
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
関
係
を
我
々
は
到
る
処
へ
移
し
入
れ
る
。
我
々
は
我
々
の
内
的

状
態
を
外
的
形
象
に
よ
っ
て
解
釈
し
乃
至
感
覚
化
し
、
外
的
形
象
を
内
的
状
態
に
よ
っ
て
生
気
づ
け
乃
至
精
神
化

す
る
。
そ
こ
に
神
話
の
、
形
而
上
学
の
、
と
り
わ
け
詩
の
強
力
な
根
源
が
あ
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
述
べ
て
い
る
。

芸
術
作
品
の
核
心
を
な
す
観
念
性
は
か
よ
う
に
外
的
形
象
に
よ
る
内
的
状
態
の
象
徴
化
に
、
内
的
状
態
に
よ
る
外

的
現
実
の
生
命
化
に
存
し
て
い
る
。
構
想
力
の
論
理
は
象
徴
の
論
理
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
象
徴
的
形
式
の
哲
学
」（Ernst C

assirer, Philosophie der sym
bolischen Form

en, 3 B
de, 

1923

―29.

【
矢
田
部
抄
訳
『
象
徴
形
式
の
哲
学
』】）
は
構
想
力
の
論
理
に
従
っ
て
書
き
更
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
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う
。
従
来
の
論
理
学
に
お
い
て
は
論
理
の
法
則
は
抽
象
的
に
思
惟
の
法
則
乃
至
形
式
と
し
て
、
従
っ
て
抽
象
的
に

主
観
の
法
則
乃
至
形
式
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
或
い
は
他
方
、
そ
れ
は
同
じ
く
抽
象
的
に
客
観
も
し
く
は
対
象
の

法
則
乃
至
形
式
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
論
理
は
主
観
と
客
観
と
の
生
命
的
な
結
合
点
或
い
は
一

致
点
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
構
想
力
の
論
理
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
単
な
る
意
識
の
活
動
に
属
す
る
の
で
な
く
、寧
ろ
我
々
の
精
神
物
理
的
存
在
の
う
ち
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
。

更
に
構
想
力
の
象
徴
化
と
関
聯
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
詩
人
に
お
い
て
働
く
構
想
力
の
規
則
性
か
ら
構
想
力

は
型
（
タ
イ
プ
）
的
な
も
の
を
、
観
念
的
な
も
の
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
が
従
っ
て
く
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

す
で
に
夢
や
狂
気
に
お
い
て
も
感
覚
や
内
的
状
態
に
、
こ
れ
ら
の
状
態
を
解
釈
し
、
説
明
し
、
表
現
す
る
一
定
の

形
象
が
注
目
す
べ
き
規
則
正
し
さ
を
も
っ
て
結
び
附
く
の
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
貧
弱
な
、
萎
縮
し
た
象
徴
の

一
種
で
あ
る
。
し
か
し
人
類
に
お
い
て
は
神
話
や
形
而
上
学
や
詩
の
象
徴
が
豊
富
に
、
し
か
も
合
法
則
的
に
発
展

す
る
。
象
徴
と
は
タ
イ
プ
的
な
形
象
で
あ
る
。
タ
イ
プ
は
形
式
論
理
に
お
け
る
類
概
念
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。

タ
イ
プ
は
個
別
的
で
あ
る
と
同
時
に
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
つ
ね

に
一
般
的
な
も
の
を
指
示
し
て
い
る
。
構
想
力
の
論
理
は
型
の
論
理
で
あ
る
。
タ
イ
プ
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
外
部
に
あ
る
も
の
の
模
写
或
は
抽
象
乃
至
概
括
で
は
な
く
、
内
部
か
ら
、
自
己
の
情
熱
か
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ら
作
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
タ
イ
プ
は
観
察
の
混
ぜ
ら
れ
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
創
造
で
あ
る
と
ユ
ー

ゴ
ー
の
云
っ
た
如
く
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
の
統
一
と
し
て
の
形
で
あ
る
。

構
想
力
の
論
理
に
と
っ
て
展
開
、
全
体
性
、
象
徴
、
型
、
等
の
概
念
は
基
本
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ

は
生
の
哲
学
の
内
在
論
を
と
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
構
想
力
の
論
理
は
主
観
主
義
並
び
に
客
観
主
義
の
抽
象
性
を
脱

す
る
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
主
客
合
一
の
立
場
に
立
つ
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
を
も
超
え
た
立
場
に
立
つ
の

で
あ
る
。
し
か
し
今
デ
ィ
ル
タ
イ
流
の
内
在
論
を
批
評
す
る
に
先
立
っ
て
、
我
々
は
再
び
神
話
の
問
題
に
戻
り
、

そ
の
性
質
と
哲
学
的
根
柢
と
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

四

未
開
人
の
神
話
と
普
通
に
神
話
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
即
ち
ギ
リ
シ
ア
神
話
、
エ
ジ
プ
ト
神
話
、
イ
ン
ド
神
話

な
ど
と
は
、
ま
し
て
現
代
の
神
話
と
い
わ
れ
る
も
の
と
は
、
直
ち
に
同
一
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
【Léon B

runschvicg, 1869-1944
】
の
い
わ
ゆ
る
「
知
性
の
年
齢
」
の
差
が
あ
り
、
こ

れ
に
応
じ
て
構
想
力
の
年
齢
の
差
が
、
或
い
は
む
し
ろ
構
想
力
の
論
理
に
お
け
る
段
階
の
差
が
考
え
ら
れ
る
で
あ



四
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ろ
う
。
し
か
し
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
も
云
う
よ
う
に
、
か
の
前
論
理
的
な
考
え
方
は
今
日
に
至
る
ま
で
文
化
社

会
に
お
い
て
も
存
続
し
、
そ
れ
が
神
話
の
源
泉
と
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
神
話
の
う
ち
に
何
か
共
通

の
構
造
が
含
ま
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
詩
人
の
構
想
力
の
作
用
と
神
話
の
創
造
に
お
け
る
構
想
力

の
作
用
と
は
直
ち
に
同
じ
で
な
い
に
し
て
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
う
詩
的
構
想
力
の
法
則
に
類
す
る
も
の
が
す
で

に
未
開
人
の
神
話
の
う
ち
に
も
或
る
仕
方
で
働
く
の
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
集
合
表
象
に
お
い
て
は
表
象

は
孤
立
し
た
も
の
で
な
く
、
感
情
的
な
且
つ
運
動
的
な
要
素
と
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
力

説
し
て
い
る
。
心
像
は
そ
こ
で
は
全
体
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
神
話
の
論
理
は
一
種
の
象
徴

の
論
理
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
分
与
の
法
則
に
従
う
未
開
人
の
集
合
表
象
に
お
い
て
は
、
物
は
自
己
自

身
で
あ
る
と
同
時
に
自
己
以
外
の
他
の
物
で
あ
る
、「
一
切
の
物
は
可
視
的
存
在
と
同
様
に
不
可
視
的
存
在
を
有

す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
象
徴
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
も
指
摘
し
た
如
く
、
レ
ヴ

ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
の
い
う
分
与
の
概
念
は
プ
ラ
ト
ン
及
び
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
哲
学
を
想
起
さ
せ
る
。＊

す
で
に

十
六
世
紀
末
以
前
に
一
人
の
ス
ペ
イ
ン
の
エ
ズ
イ
タ
派
【jesuitas

イ
エ
ズ
ス
会
】
の
僧
侶
は
、
ペ
ル
ー
の
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
の
神
話
的
思
想
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
言

明
し
た
。
神
話
解
釈
に
お
け
る
象
徴
主
義
は
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
発
す
る
と
い
わ
れ
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て
い
る
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
及
び
彼
等
の
説
を
発
展
さ
せ
た
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
に
依
れ
ば
、
神
話
は
象
徴
に
ほ
か

な
ら
な
い
、
こ
の
象
徴
は
も
と
哲
学
的
教
義
や
道
徳
的
観
念
を
包
む
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
に

至
っ
て
か
よ
う
な
象
徴
の
意
味
は
失
わ
れ
、
神
話
は
実
際
の
事
実
と
し
て
理
解
さ
れ
、
歴
史
的
形
式
の
も
と
に
発

展
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
神
話
に
プ
ラ
ト
ン
の
神
話
と
同
様
の
起
源
と
生
成
と
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
か
く
の
如
き
象
徴
主
義
の
弱
点
を
突
く
批
評
と
し
て
ト
ゥ
タ
ン
は
ル
ナ
ン

の
次
の
言
葉
を
挙
げ
て
い
る＊
＊、「
太
古
に
お
い
て
人
類
が
教
義
を
覆
う
た
め
に
、
教
義
と
象
徴
と
を
は
っ
き
り
区

別
し
つ
つ
、
象
徴
を
創
造
し
た
と
推
量
す
る
こ
と
は
甚
だ
重
大
な
誤
謬
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
は
、
思

想
と
言
語
、
イ
デ
ー
と
そ
の
表
現
と
の
如
く
、
同
時
に
、
同
一
の
弾
み
を
も
っ
て
、
不
可
分
の
瞬
間
に
お
い
て
生

れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
話
は
包
む
も
の
と
包
ま
れ
た
も
の
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
含
む
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
未

分
の
も
の
で
あ
る
。
未
開
人
が
彼
の
創
造
し
た
神
話
の
意
味
を
理
解
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
は
当
を
得
た
も
の

で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
神
話
に
お
い
て
は
志
向
は
物
そ
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
。
ひ
と
は
神
話
を

そ
の
彼
方
に
何
物
も
見
る
こ
と
な
し
に
、
単
一
な
物
と
し
て
、
二
つ
の
物
と
し
て
で
な
く
、
理
解
し
た＊
＊
＊」。
尤
も

ル
ナ
ン
の
こ
の
言
葉
は
神
話
の
有
す
る
象
徴
性
を
否
定
し
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
象
徴
の
一
層
深
い
意
味
を
示

し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
象
徴
と
は
内
と
外
と
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
部
を
離
れ
て
内
部
が
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あ
る
の
で
な
く
、
内
部
と
別
に
外
部
が
あ
る
の
で
も
な
い
。
内
即
外
、
外
即
内
と
い
う
と
こ
ろ
に
象
徴
は
成
立
す

る
。
普
通
に
象
徴
に
お
い
て
象
徴
さ
れ
た
意
味
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
い
わ
ば
第
二
次
的
に
後
か
ら
抽
象
さ
れ
た

も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
象
徴
の
意
味
は
単
に
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
神
話

は
単
に
図
解
的 illustrative 

な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
す
で
に
論
証
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
を

絵
画
的
に
す
る
ア
レ
ゴ
リ
イ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る＊
＊
＊
＊。

プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
神
話
は
イ
デ
ア
説
を
越

え
た
と
こ
ろ
に
、
イ
デ
ア
が
生
成
並
び
に
主
体
の
問
題
と
関
係
附
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
象
徴
は
内
と
外
と
が
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
な
お
象
徴
と
い
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
象
徴
の
最

も
深
い
意
味
は
象
徴
す
る
物
な
く
し
て
象
徴
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
話
の
特
色
と
さ
れ
る

擬
人
論
は
象
徴
の
低
い
段
階
に
属
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
真
の
象
徴
は
何
物
か
の
象
徴
で
あ
る
の
で
な
く
、
象
徴
す
る

物
な
く
し
て
象
徴
す
る
と
い
う
こ
と
が
象
徴
の
本
質
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
構
想
力
の
超
越
的
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

＊
　L. B

runs chvicg, Les âges de l’intelligence, 1937, p. 25.

＊
＊ J. Toutain, Études de m

ythologie et d’histoire des religions antiques, 1909, p. 36.

＊
＊
＊
　Ernest R

enan, Études d’histoire religieuse, pp. 26, 27.
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＊
＊
＊
＊ C

f. J. A
. Stew

art, The M
yths of Plato, 1905

神
話
に
お
い
て
は
志
向
と
物
そ
の
も
の
と
が
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
ル
ナ
ン
の
言
葉
は
、
神
話
の
創
造
に
お
け

る
構
想
力
の
働
き
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
構
想
力 Einbildungskraft, im

agination 

は
像 B

ild, im
age 

を

作
り
出
す
能
力
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
像
は
本
来
単
に
図
解
的 illustrierend 

な
も
の
で
は
な
い
。
図
解
的
な
像

に
お
い
て
は
、
そ
れ
か
ら
独
立
に
客
観
的
な
イ
デ
ア
的
意
味
が
存
在
し
、
感
性
的
な
像
は
こ
の
も
の
に
対
す
る
直

観
化 Veranschaulichung 
の
働
き
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
依
れ
ば
、
想
像
の
像 

Phantasiebild 

は
か
よ
う
に
図
解
的
な
も
の
で
あ
り
、
意
味
賦
与
的
な
作
用
に
属
す
る
こ
と
な
く
、
思
念
さ
れ
た

意
味
を
直
観
的
に
例
示
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
、im

aginatio

（
構
想
力
）
の
像
は intellectio

（
知
性
）
に
と
っ

て
単
に
手
懸
り
を
与
え
る
に
過
ぎ
ず
、
理
解
の
補
助
と
な
る
に
し
て
も
、
そ
れ
自
身
、
意
味
ま
た
は
意
味
の
担
い

手
と
し
て
働
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。＊

こ
の
種
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
乃
至
デ
カ
ル
ト
主
義
に
よ
っ
て
は

構
想
力
の
本
質
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
構
想
力
は
理
性
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る
。
人
間
と
動
物
と
の
最
初
の

区
別
を
な
す
も
の
は
理
性
で
な
く
構
想
力
で
あ
る
。「
文
明
の
低
い
段
階
に
お
い
て
は
理
性
よ
り
も
以
上
に
構
想

力
が
人
間
を
動
物
か
ら
区
別
す
る
、
そ
し
て
芸
術
を
追
放
す
る
こ
と
は
思
想
を
追
放
す
る
こ
と
で
あ
り
、
言
語
を

追
放
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
切
の
真
理
の
表
現
を
追
放
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」、
と
ジ
ョ
ウ
ェ
ッ
ト
は
云
っ
て
い
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る＊
＊。
構
想
力
の
像
が
思
想
の
象
徴
と
見
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、
寧
ろ
逆
に
思
想
が
こ
の
像
の
象
徴
と
見
ら
る
べ
き

で
あ
る
。
構
想
力
に
お
い
て
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
が
一
つ
で
あ
る
、
主
観
的
即
客
観
的
、
客
観

的
即
主
観
的
と
い
う
の
が
構
想
力
の
論
理
で
あ
る
。「
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
建
て
ら
れ
る
」
と
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
が
云
っ
た
如
く
、
我
々
の
主
観
的
な
能

力
と
客
観
的
な
能
力
と
は
構
想
力
に
お
い
て
直
ち
に
一
つ
に
結
び
附
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス

と
の
内
的
な
統
一
が
存
す
る
。
ま
た
「
構
想
力
に
よ
っ
て
身
体
と
精
神
と
は
聯
関
す
る
」
と
カ
ス
ネ
ル
（R

udolf 

K
assner

【1873-1959

】）
が
云
っ
た
如
く
、
身
体
と
精
神
と
を
分
離
す
る
二
元
論
に
お
い
て
は
構
想
力
の
積
極
的

な
本
質
は
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
観
的
即
客
観
的
と
い
う
意
味
に
お
い
て
構
想
力
は
「
勝
れ
て
形
而
上
学

的
な
能
力
」faculté m

étaphysique par excellence 

も
し
く
は
「
存
在
論
的
な
能
力
」
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う＊
＊
＊。

外
界
の
実
在
性
を
意
志
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
、
そ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お

け
る
変
形
も
、
未
だ
主
観
主
義
を
脱
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
し
て
そ
れ
は
な
お
自
然
的
存
在
に
定
位
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
芸
術
作
品
の
実
在
性
を
初
め
、
お
よ
そ
歴
史
的
な
表
現
的
な
世
界
の
実
在
性
は
そ
れ
に
よ
っ
て
は
説
明

さ
れ
な
い
。
こ
の
世
界
の
実
在
性
は
構
想
力
の
論
理
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
構
想
力
に
お
い
て
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
が
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
単
な
る
主
客
合
一
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の
立
場
に
お
い
て
外
界
の
実
在
性
の
如
き
問
題
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
構
想
力
の
論
理
は
却
っ
て

主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
を
全
体
と
し
て
超
え
た
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
こ
こ
で
も
構
想
力
の

超
越
論
的
性
質
が
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
神
話
に
お
け
る
超
自
然
的
な
も
の
と
自
然
的
な
も
の
と
の
混
合
は

か
よ
う
な
超
越
の
原
始
的
な
形
像
で
あ
る
。

＊
　Ed. H

usserl, Logische U
ntersuchungen, D

ritte A
uflage 1922, II, 1. S. 61 ff.

＊
＊
　Jow

ett, The D
ialogues of Plato, Introduction to the R

epublic, p. C
LX

IV.

＊
＊
＊ Voir A

. Petitjean, Im
agination et réalisation, 1936, p. 27.

分
与
の
概
念
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
一
致
の
意
味
に
お
い
て
構
想
力
に
と
っ
て
例
え
ば
感
情

移
入
そ
の
他
の
概
念
に
比
し
て
遥
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
が
普
通
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
の
イ

デ
ア
説
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
十
分
に
理
解
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ン
シ
ュ

ヴ
ィ
ク
は
、
分
与
は
未
開
人
の
心
理
の
意
味
に
拡
げ
ら
れ
る
場
合
ス
ト
ア
哲
学
の
汎
混
合 panm

ixie 

の
如
き
意

味
を
有
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
明
ら
か
に
分
与
は
未
分
割
の
状
態
を
意
味
し
て
い
る
、
け
れ
ど
も
構
想
力
に
よ
る

身
体
と
精
神
と
の
一
致
が
い
わ
ゆ
る
モ
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
分
与
は
ス
ト
ア
的
な

汎
神
論
を
基
礎
と
し
て
は
理
解
さ
れ
な
い
。
ト
ゥ
タ
ン
に
依
れ
ば
、
神
話
の
特
徴
的
な
性
質
は
少
な
く
と
も
そ
の
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一
部
分
が
超
自
然
的
な
且
つ
非
合
理
的
な
出
来
事
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
が
、
そ
の
地
盤
は
フ
ェ

テ
ィ
シ
ズ
ム
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
な
く
、
し
か
し
ま
た
汎
神
論
や
一
神
教
で
な
く
、
多
神
論
が
豊
富
な
多
彩
な
神
話

の
存
在
に
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
未
開
人
の
神
話
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
な
ど
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
多
神
論
的
と
見

ら
れ
得
ず
、
ま
た
そ
れ
は
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
乃
至
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
要
素
を
含
ま
な
い
と
は
云
わ
れ
得
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
彼
等
の
社
会
に
お
い
て
は
、
諸
神
話
が
相
互
に
一
般
的
な
論
理
的
な
連
絡
を
有
す
る
こ
と
な

く
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
多
元
的
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
て
い
る
。
具
象
的
な
表
現

に
対
す
る
欲
求
、
特
殊
な
物
や
行
動
を
表
す
語
彙
の
豊
饒
は
、
彼
等
の
社
会
に
共
通
な
特
徴
で
あ
る
。
彼
等
の
心

像
に
お
け
る
具
体
的
な
特
殊
性
の
富
そ
の
も
の
が
彼
等
に
と
っ
て
特
殊
な
心
像
か
ら
一
般
的
な
観
念
へ
の
移
行
を

不
如
意
に
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
神
話
の
創
造
の
う
ち
に
構
想
力
の
作
用
を
認
め
る
な
ら
ば
、
構
想
力
は
つ

ね
に
特
殊
な
も
の
と
結
び
附
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
未
開
人
の
場
合
に
止
ま
ら
な
い
。
構
想
力
の
作
り
出
す

も
の
は
概
念
で
な
く
て
形
で
あ
る
、
そ
し
て
「
形
の
多
様
性
」M

annigfaltigkeit der Form
 

が
構
想
力
の
論
理
の

根
柢
で
あ
る
。
形
は
一
で
な
く
、
形
は
形
に
対
し
、
形
は
多
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
で
あ
る
。
構
想
力
の
論
理

は
個
物
の
論
理
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
を
論
理
と
い
う
以
上
、
特
殊
は
何
等
か
一
般
的
な
も
の
と
関
係
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
個
物
と
個
物
と
は
何
等
か
一
般
的
な
も
の
に
よ
っ
て
関
係
附
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
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ぬ
。
し
か
し
か
か
る
一
般
的
な
も
の
は
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
、
個
物
と
個
物
と
は
客
観
的
な

一
般
者
に
よ
っ
て
結
び
附
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
形
の
多
を
結
び
附
け
る
一
は
形
で
あ
る
よ
り
も
形
無
き

も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
形
な
き
形
」
で
あ
る
。「
す
べ
て
生
ず
る
も
の
は
象
徴
で
あ
る
、
そ
れ
は
完

全
に
自
己
自
身
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
爾
余
の
も
の
を
指
示
す
る
」（
ゲ
ー
テ
）。
個
物
は
個
物
と
し
て
自
己

を
完
全
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
同
様
に
独
立
な
個
物
と
無
限
に
連
な
る
の
で
あ
る
。
個
物
の
独
立
性

が
ど
こ
ま
で
も
承
認
さ
れ
つ
つ
、
し
か
も
個
物
が
自
己
と
は
全
く
異
な
る
一
般
者
に
お
い
て
相
互
に
関
係
附
け
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
構
想
力
の
論
理
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
特
殊
と
一
般
と
の
関
係
は
差
当
り
次
の
よ
う
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
構
想
力
と
は
像
を
作
る
能
力
で
あ
る
が
、こ
の
像
は
つ
ね
に
個
物
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
像
と
し
て
或
る
知
的
な
も
の
で
あ
り
、
構
想
力
は
知
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
他
方
構
想
力
は

単
に
知
的
な
能
力
で
な
く
却
っ
て
感
情
で
あ
り
、
感
情
の
性
質
は
一
般
性
（
全
体
性
）
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

従
っ
て
構
想
力
に
お
い
て
個
物
的
な
そ
し
て
知
的
な
像
は
つ
ね
に
同
時
に
一
般
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
個
物

的
と
一
般
的
と
い
う
相
反
す
る
も
の
は
そ
こ
で
は
直
ち
に
一
つ
に
結
び
附
い
て
い
る
。
個
物
的
即
一
般
的
、
一
般

的
即
個
物
的
と
い
う
の
が
構
想
力
の
論
理
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
と
よ
り
構
想
力
は
単
に
心
理
学
的
な
意
味
に
理

解
さ
る
べ
き
で
な
く
、
そ
の
超
越
論
的
な
意
味
が
問
題
で
あ
る
。
ま
た
我
々
は
未
開
人
乃
至
古
代
人
の
神
話
の
う
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ち
に
構
想
力
の
論
理
が
芸
術
的
創
作
に
お
け
る
と
同
様
の
姿
に
お
い
て
発
現
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
が
集
合
表
象
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
し
か
る
に
こ
の
も
の
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
一
般
者
が
真
の
一
般
者
で

な
く
、
個
体
の
独
立
性
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
神
話
の
制
限
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ウ
ゼ
ネ
ル
に
依
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
神
話
的
表
象
作
用
に
お
い
て
心
霊
化 B

eseelung 

と
形
像
化 Verbildlichung 

と
は
二
つ
の
主
要
な
過
程
で
あ
る
。＊

単
に
心
霊
化
も
し
く
は
人
格
化
に
よ
っ
て
神
話
が
与
え
ら
れ
る
と
考
え
る
の

は
間
違
っ
て
い
る
。
同
時
に
意
識
の
深
み
か
ら
形
像
が
浮
び
出
て
心
霊
化
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
二
つ
の

過
程
は
結
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
秘
密
に
充
ち
た
根
源
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
表
象
の
、
そ
し
て
ま
た

言
語
や
詩
の
基
礎
が
あ
る
。
か
よ
う
な
心
理
並
び
に
運
動
形
式
は
、
悟
性
的
思
惟
と
科
学
と
に
対
し
、「
神
話
的
」

m
ythisch 

と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
過
程
は
生
理
的
刺
戟
の
作
用
と
同
じ
よ
う
に
無
意
的
に
無
意
識
的
に
作
用
し
、
比

論
的
推
理
の
場
合
を
除
き
、
あ
ら
ゆ
る
思
惟
法
則
の
外
に
立
ち
、
し
か
も
精
神
に
対
し
直
接
的
な
確
実
性
と
現
実

性
と
を
有
し
て
い
る
。
神
話
的
表
象
作
用
に
と
っ
て
物
と
像
と
は
完
全
に
一
つ
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
ウ
ゼ
ネ
ル

が
心
霊
化
と
形
像
化
と
い
う
の
は
、
前
者
は
感
情
的
な
も
の
、
後
者
は
知
的
な
も
の
と
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
一
つ

に
結
び
附
い
た
も
の
或
い
は
そ
れ
ら
を
一
つ
に
結
び
附
け
る
も
の
と
し
て
、
我
々
は
構
想
力
を
考
え
る
。
更
に
ウ

ゼ
ネ
ル
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
宗
教
と
科
学
と
を
単
に
直
観
と
理
性
と
し
て
区
別
し
た
の
を
不
十
分
で
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あ
る
と
し
、
両
者
は
我
々
の
意
識
に
上
る
精
神
的
過
程
に
お
い
て
も
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
両
者
の

統
一
点
が
存
し
な
い
わ
け
で
な
く
、科
学
者
に
お
け
る
新
し
い
思
想
も
詩
人
の
構
想
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

共
に
神
話
的
表
象
作
用
と
同
一
の
精
神
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
構
想
力
の
論
理
が
働
く

と
我
々
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

＊
　H

erm
ann U

sener, M
ythologie in “Vorträge und Aufsätze”, Zw

eite A
uflage 1914, S. 58 ff.

五

構
想
力
に
お
い
て
は
知
的
な
も
の
と
感
情
的
な
も
の
と
が
一
つ
に
結
び
附
い
て
い
る
。
リ
ボ
ー
に
依
れ
ば
、
構

想
力
は
つ
ね
に
知
的
要
素
と
感
情
的
要
素
と
を
含
み
、
そ
の
内
的
な
統
一
で
あ
る
。＊

そ
れ
自
身
の
う
ち
に
内
面
的

に
且
つ
生
成
的
に
知
的
要
素
を
含
む
と
こ
ろ
に
、
構
想
力
と
単
な
る
感
情
と
が
区
別
さ
れ
る
。
従
っ
て
構
想
力
の

哲
学
は
単
な
る
合
理
主
義
で
も
単
な
る
非
合
理
主
義
で
も
な
い
。
構
想
力
の
論
理
は
感
情
の
論
理
で
あ
る
よ
り
も

形
像
の
論
理
で
あ
る
。
形
像
は
動
的
発
展
的
な
も
の
で
あ
る
。
構
想
力
の
論
理
は
静
的
論
理
で
は
な
い
。
形
像
が

動
的
発
展
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
元
来
感
情
的
な
も
の
と
知
的
な
も
の
と
の
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
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の
と
の
綜
合
と
し
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
故
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
神
話
か
ら
あ
ら
ゆ
る
知
的
要
素
を
排
除
し
よ

う
と
し
た
の
は
、
現
代
の
神
話
理
論
家
と
し
て
注
目
す
べ
き
ソ
レ
ル
で
あ
る＊
＊。

ソ
レ
ル
は
、
主
知
主
義
の
哲
学
は

歴
史
上
の
偉
大
な
諸
運
動
の
説
明
に
対
し
て
根
本
的
に
無
力
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
す
べ
て
の
革
命
的
時
代
に
お

い
て
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
形
の
神
話
に
よ
っ
て
革
命
に
準
備
さ
れ
、そ
し
て
神
話
を
頼
り
に
行
動
し
て
き
た
。

こ
の
場
合
行
動
の
以
前
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
神
話
と
行
動
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
事
実
と
を
比
較
し
て
論
議

す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
歴
史
的
力
と
し
て
の
神
話
は
全
体
と
し
て
取
ら
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
諸
要
素
に
分

解
し
て
は
そ
の
現
実
的
な
意
味
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
か
く
し
て
ソ
レ
ル
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
神
話
と
を
峻
別

し
て
い
る
。
神
話
は
事
物
の
叙
述
で
な
く
て
意
志
の
表
現
で
あ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
こ
れ
に
反
し
知
的
労
作
の
産

物
で
あ
る
、
理
論
家
は
事
実
を
観
察
し
、
反
省
し
、
論
議
し
た
後
に
、
現
存
社
会
を
そ
れ
と
比
較
し
得
る
よ
う
な

モ
デ
ル
を
作
ろ
う
と
す
る
、
そ
れ
は
空
想
的
な
制
度
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
弁
し
得
る
に
十
分
で
あ
る
だ

け
現
在
の
制
度
と
の
類
似
を
提
供
し
て
い
る
。
し
か
る
に
神
話
は
一
定
の
社
会
の
確
信
の
運
動
の
言
葉
に
お
け
る

表
現
で
あ
り
、
行
動
に
相
応
す
る
感
情
の
総
体
を
一
切
の
反
省
的
分
析
の
以
前
に
一
纏
め
に
唯
一
の
直
観
に
よ
っ

て
喚
び
起
す
も
の
で
あ
る
。
各
々
の
瞬
間
が
独
創
的
な
歴
史
の
運
動
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
予
知
が
拒
ま
れ
て
い

る
。
予
知
す
る
と
は
物
が
創
造
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
故
に
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
ソ
レ
ル
は
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自
己
の
神
話
論
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
を
根
拠
と
す
る
と
称
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
に
は
種
々
の
重
要
な
洞
察

が
含
ま
れ
て
い
る
。
先
ず
、
神
話
は
従
来
多
く
の
場
合
芸
術
的
な
見
地
か
ら
考
察
さ
れ
て
き
た
。
し
か
る
に
ソ
レ

ル
に
お
い
て
は
神
話
は
歴
史
的
力
と
し
て
行
為
に
関
係
附
け
ら
れ
、
そ
の
立
場
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、

神
話
と
い
え
ば
普
通
に
、
過
去
に
属
す
る
も
の
、
そ
れ
故
に
伝
統
的
保
守
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
に
反
し
て
、
ソ

レ
ル
は
現
代
の
神
話
（
社
会
主
義
的
革
命
、
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
の
総
同
盟
罷
工
）
を
考
え
、
そ
れ
が
現
在
の
行

為
に
、
従
っ
て
ま
た
未
来
に
働
き
掛
け
る
意
味
を
理
解
し
た
。
神
話
の
歴
史
的
創
造
性
の
強
調
は
彼
の
説
の
著
し

い
特
色
を
な
し
て
い
る
。
更
に
、
神
話
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
区
別
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
未
来

に
つ
い
て
過
去
と
類
似
の
も
の
或
い
は
過
去
の
諸
要
素
に
類
似
す
る
諸
要
素
を
も
っ
て
再
び
組
立
て
得
る
も
の
の

ほ
か
は
予
見
し
な
い
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
云
っ
た
通
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
真
に
未
来
の
像
を
描
く
も
の
で
な
く
、
過

去
の
も
の
を
未
来
の
う
ち
に
投
射
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
ソ
レ
ル
は
ま
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
反
動
的

と
見
做
し
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
な
し
に
は
如
何
な
る
崇
高
な
も
の
も
成
就
さ
れ
な
い
と
考
え
た
。

＊
　Th. R

ibot, Essai sur l’im
agination créatrice.

＊
＊
　G

eorges Sorel, Réflexions sur la violence.  

【
今
村
・
塚
原
訳
『
暴
力
論
』
岩
波
文
庫2007

】
拙
著
『
唯
物
史
観

と
現
代
の
意
識
』
一
〇
一
頁
以
下
〔
全
集
第
三
巻
一
〇
五
頁
以
下
〕【「
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
哲
学
」
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し
か
し
な
が
ら
神
話
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
区
別
は
大
切
で
あ
る
に
し
て
も
、
神
話
か
ら
一
切
の
知
的
な
も
の
を

排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
神
話
的
要
素
を
含
ま
ぬ
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア

的
要
素
を
含
ま
ぬ
神
話
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
話
に
お
け
る
知
的
な
も
の
と
は
客
観
的
な
一
般
的
な
知
識

の
如
き
も
の
を
い
う
の
で
は
な
い
。
ソ
レ
ル
自
身
が
神
話
を
心
像 im

age 

と
云
い
或
い
は
表
象 représentation 

と
も
云
う
と
き
、
そ
れ
は
構
想
力
の
像
を
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
構
想
力
は
単
な
る
感
情
で
な
く
て
同
時

に
知
的
な
像
を
作
り
出
す
能
力
で
あ
る
。
神
話
の
形
成
の
う
ち
に
構
想
力
が
働
く
こ
と
は
ソ
レ
ル
の
考
え
る
よ
う

な
神
話
に
お
い
て
も
明
瞭
で
あ
る
。
ソ
レ
ル
は
、
神
話
は
意
志
の
表
現
で
あ
る
と
云
い
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
マ
ン
の

次
の
言
葉
を
肯
定
し
つ
つ
利
用
し
て
い
る
、「
厳
密
に
云
え
ば
、
行
動
を
創
造
す
る
の
は
構
想
力
（
想
像
）
で
は

な
い
、
そ
れ
は
希
望
も
し
く
は
恐
怖
、
愛
も
し
く
は
憎
悪
、
欲
望
、
激
情
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
、
自
我
の
衝
動
で

あ
る
。
構
想
力
は
こ
れ
ら
の
起
動
的
な
力
を
動
か
す
と
い
う
役
割
を
有
す
る
に
過
ぎ
ぬ
、
そ
し
て
そ
れ
は
こ
れ
ら

の
力
を
刺
戟
す
る
に
足
る
強
力
な
対
象
を
我
々
の
う
ち
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
に
成
功
す
る
」。

感
情
と
意
志
と
を
別
個
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
い
の
み
で
な
く
、
身
体
性
か
ら
抽
象

し
て
構
想
力
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
構
想
力
は
ま
さ
に
希
望
も
し
く
は
恐
怖
、
愛
も
し
く
は
憎
悪
、
欲
望
、
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激
情
、
衝
動
等
と
結
び
附
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
デ
カ
ル
ト
や
パ
ス
カ
ル
は
構
想
力
を
誤
謬
の
根
源
と
も

見
做
し
た
の
で
あ
る
。
構
想
力
は
感
情
と
結
び
附
き
、
そ
の
中
か
ら
像
を
作
り
出
す
。
構
想
力
に
よ
っ
て
感
情
は

対
象
的
な
も
の
に
転
化
さ
れ
、
そ
の
も
の
と
し
て
も
強
化
さ
れ
、
永
続
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
ソ
レ

ル
の
直
接
行
動
論
の
神
秘
的
な
浪
漫
主
義
、
非
合
理
的
な
主
意
主
義
に
賛
成
し
得
な
い
。
感
情
の
う
ち
に
も
論
理

が
あ
る
、
構
想
力
の
根
柢
に
意
志
が
あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
意
志
の
根
柢
に
構
想
力
が
あ
る
。
我
々
は
一
方
主

意
主
義
の
非
合
理
主
義
に
同
意
し
得
な
い
と
共
に
、
他
方
意
志
の
根
柢
に
理
性
を
お
く
主
知
主
義
の
決
定
論
に
も

同
意
し
得
な
い
。
意
志
の
自
由
の
問
題
は
、
単
な
る
合
理
主
義
に
よ
っ
て
も
単
な
る
非
合
理
主
義
に
よ
っ
て
も
解

決
さ
れ
ぬ
。
構
想
力
の
哲
学
は
、
抽
象
的
な
合
理
主
義
と
非
合
理
主
義
と
を
共
に
超
え
た
も
の
と
し
て
、
意
志
の

自
由
の
問
題
に
対
し
て
も
解
決
の
鍵
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
神
話
が
そ
う
で
あ
る
如
く
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
の

生
成
に
お
い
て
も
構
想
力
が
働
い
て
い
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
構
想
力
の
産
物
で
あ
る
。
そ
し
て
構
想
力
に
関
し
て

神
話
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
差
異
を
考
え
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
構
想
力
の
区
別
に
従
っ
て
、
神
話
は
生
産

的
構
想
力 Produktive Einbildungskraft 

に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
再
生
的
構
想
力 R

eproduktive Einbildungskraft 

に
属
す
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
深
い
洞
察
を
も
っ
て
予
見 Vorhersehung 

を
想
起 

Erinnerung 

と
同
じ
く
再
生
的
構
想
力
の
作
用
に
帰
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
つ
い
て
の
ベ
ル
グ
ソ
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ン
的
・
ソ
レ
ル
的
見
解
に
一
致
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
神
話
は
ユ
ー
ト

ピ
ア
に
先
立
ち
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
科
学
に
先
立
つ
、
構
想
力
は
理
性
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社

会
主
義
は
科
学
的
社
会
主
義
に
先
行
し
た
。
そ
し
て
も
し
ソ
レ
ル
の
直
接
行
動
論
に
お
け
る
総
同
盟
罷
工
の
如
き

神
話
は
逆
に
、
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
社
会
主
義
の
理
論
を
劇
的
に
集
中
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
こ
に
理
論
が
実
践
の
立
場
へ
移
さ
れ
る
際
に
お
け
る
構
想
力
の
作
用
と
い
う
一
つ
の
重
要
な
問
題
が
提
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
践
的
思
考
の
能
力
と
は
一
般
的
な
理
論
を
具
体
的
な
形
に
転
化
す
る
能
力
で
あ
り
、
か

よ
う
に Theorie

（
理
論
）
を Form

（
形
）
に
転
化
す
る
能
力
は
構
想
力
に
属
し
て
い
る
。
実
践
家
の
構
想
力
に

よ
っ
て
理
論
は
形
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
理
論
が
実
践
家
の
構
想
力
に
よ
っ
て
直
観
的
な
像
に
転
形
し
て
現
前
す
る
に
至
る
と
い
う
に
は
、
理

論
の
根
柢
に
す
で
に
或
る
仕
方
で
構
想
力
が
働
い
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま
ソ
レ
ル
に
就
い
て
見
れ

ば
、
彼
は
社
会
現
象
の
科
学
的
研
究
に
と
っ
て
根
本
的
な
も
の
と
し
て
三
つ
の
規
則
を
述
べ
て
い
る
。＊

現
象
の
間

に
建
て
ら
れ
る
凡
て
の
分
類
、
凡
て
の
関
係
、
事
実
が
そ
の
も
と
に
現
れ
る
様
相
は
、
追
求
さ
れ
る
実
践
的
な
目

的
に
依
存
し
て
い
る
、
こ
の
目
的
を
つ
ね
に
明
瞭
に
し
て
お
く
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
。
従
っ
て
社
会
学
や
経
済
学

に
お
い
て
は
、
初
手
か
ら
、
率
直
に
主
観
的
な
行
き
方
を
採
る
こ
と
が
、
自
分
の
為
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
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を
知
り
、
か
く
し
て
そ
の
一
切
の
探
究
を
自
分
の
推
奨
す
る
種
類
の
解
決
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
が
、
必
要
で
あ
る
。

例
え
ば
社
会
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
極
め
て
よ
く
限
定
さ
れ
た
精
神
に
お
い
て
取
扱
い
、
自
分
が
到
達
し
よ

う
と
欲
す
る
と
こ
ろ
を
知
っ
て
い
る
―
―
少
な
く
と
も
労
働
運
動
が
自
分
の
上
に
十
分
な
圧
力
を
加
え
て
い
る
限

り
―
―
と
い
う
点
に
大
き
な
利
益
を
有
し
て
い
る
。
二
。
概
念
に
よ
る
認
識
方
法
は
古
代
に
お
い
て
、
動
か
ぬ
も

の
、
幾
何
学
的
な
存
在
を
研
究
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
そ
の

位
置
、
様
相
及
び
広
袤
を
変
ず
る
雲
霧
に
も
比
す
べ
き
社
会
的
事
実
に
対
し
て
は
適
用
さ
れ
得
な
い
。
動
く
も
の

を
捉
え
る
た
め
に
は
ギ
リ
シ
ア
的
方
法
を
抛
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
現
象
の
研
究
に
と
っ
て
有
効
な
手
段

は
、
ス
タ
イ
ル
化
さ
れ
た
射
影 projections stylisées 

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
練
達
の
士
は
、
そ
の
知
識

が
彼
等
の
企
て
た
探
究
に
と
っ
て
有
益
と
見
え
る
如
何
な
る
特
性
を
も
逃
さ
な
い
よ
う
な
形
像
の
体
系 systèm

es 

d’im
ages 

に
よ
っ
て
社
会
現
象
を
包
括
し
よ
う
と
努
力
す
る
。「
社
会
学
が
極
め
て
し
ば
し
ば
不
毛
に
止
ま
っ
て

い
た
と
す
れ
ば
、
理
由
は
、
そ
れ
が
主
と
し
て
創
造
的
構
想
力 im

agination créatrice 

を
持
た
ぬ
人
間
に
よ
っ

て
研
究
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
」。
ソ
レ
ル
に
依
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
ス
タ
イ
ル
化
さ
れ
た
射
影
の
組
織
に
非
常
な

巧
妙
さ
を
示
し
た
人
で
あ
っ
た
。
昔
か
ら
画
家
や
彫
刻
家
は
ス
タ
イ
ル
化
に
基
づ
き
、
不
動
の
も
の
の
緊
張
に
よ

っ
て
動
く
も
の
の
明
瞭
な
観
念
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
き
た
。
哲
学
は
芸
術
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
、
両
者
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は
相
互
に
甚
だ
近
親
な
二
つ
の
活
動
で
あ
る
。
不
動
の
も
の
の
緊
張
に
よ
る
動
く
も
の
の
表
現
は
、
変
化
が
一
層

多
く
規
則
的
で
あ
り
、
読
者
に
一
層
多
く
親
し
ま
れ
て
お
り
、
法
則
の
存
在
の
観
念
を
彼
に
示
唆
す
る
に
一
層
適

し
て
お
り
、
即
ち
い
わ
ば
リ
ズ
ム
的
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
一
層
よ
く
成
功
す
る
筈
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
弁

証
法
の
如
き
は
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
三
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
構
成
は
固
よ
り
必
要
で
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
は

ま
た
最
も
頻
繁
に
我
々
の
誤
謬
の
原
因
で
も
あ
る
。
従
っ
て
実
践
に
お
い
て
よ
く
限
定
さ
れ
た
形
式
を
獲
得
し
た

制
度
、
慣
行
及
び
経
験
的
規
則
の
上
に
働
く
反
省
の
産
物
で
な
い
凡
て
の
も
の
を
斥
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヴ
ィ

コ
は
、
歴
史
に
お
い
て
は
先
ず
、
反
省
的
思
惟
が
事
物
を
理
論
的
に
把
握
す
る
に
先
立
っ
て
、
事
物
を
感
知
し
且

つ
詩
的
に
表
現
す
る
庶
民
的
智
慧
が
存
在
す
る
と
云
っ
た
が
、
こ
の
命
題
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
と
っ
て
も
重
要

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
規
則
に
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
一
つ
の
重
要
な
命
題
、
即
ち
歴
史
的
に
後
に

現
れ
る
も
の
は
以
前
の
も
の
の
説
明
に
対
す
る
鍵
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
、
例
え
ば
産
業
資
本
の
概
念
が
初
め
て

高
利
貸
資
本
や
商
業
資
本
の
性
質
を
完
全
に
理
解
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
繋
が
っ
て
く
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に

基
礎
的
な
原
理
は
一
定
の
社
会
が
そ
の
全
発
展
を
遂
げ
た
時
に
初
め
て
現
れ
る
。
未
来
を
予
見
し
思
想
に
よ
っ
て

構
成
し
よ
う
と
欲
す
る
者
は
空
想
に
終
る
の
ほ
か
な
い
。
未
来
の
社
会
の
原
理
を
方
式
化
し
、
そ
こ
か
ら
何
物
か

を
実
践
の
た
め
に
演
繹
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
原
理
は
現
在
の
社
会
が
消
滅
し
新
し
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い
組
織
に
場
所
を
譲
っ
た
時
に
初
め
て
明
瞭
に
認
識
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
存
社
会
の
う
ち

に
見
出
す
こ
と
を
望
み
得
る
の
は
た
か
だ
か
部
分
的
生
成
に
過
ぎ
な
い
。
ソ
レ
ル
は
附
け
加
え
て
云
っ
て
い
る
、

「
神
話
を
用
い
な
い
で
原
理
か
ら
行
動
へ
の
移
行
の
理
解
し
得
る
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か

を
私
は
疑
う
も
の
で
あ
る
」。
彼
に
従
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
資
本
主
義
社
会
の
破
局
と
い
う
観
念
は
、
階

級
闘
争
と
社
会
革
命
と
を
具
象
化
す
る
た
め
に
一
つ
の
神
話
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
話
を
用
い
る

こ
と
な
し
に
は
原
理
か
ら
行
動
へ
の
移
行
を
説
明
し
得
な
い
と
い
う
ソ
レ
ル
の
命
題
は
、
理
論
と
実
践
と
の
関
係

に
お
け
る
構
想
力
の
作
用
を
明
瞭
に
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
我
々
は
い
ま
我
々
の
後
の
研
究
の
題
目
を
な
す
べ

き
社
会
科
学
の
方
法
に
関
す
る
ソ
レ
ル
の
右
の
見
解
の
批
評
に
立
ち
入
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
。
こ
こ
で
我
々
に

関
係
の
あ
る
こ
と
は
、
彼
が
社
会
科
学
の
研
究
に
お
い
て
、
彼
自
身
の
仕
方
で
、
構
想
力
に
重
要
な
意
味
を
認
め

た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
故
に
彼
の
い
う
神
話
も
構
想
力
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
或
い
は
そ
れ

は
理
論
が
実
践
の
立
場
か
ら
構
想
力
に
よ
っ
て
神
話
に
転
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
話
は

も
と
理
論
に
先
立
っ
て
一
定
の
社
会
団
体
の
中
か
ら
生
れ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ィ
コ
が
デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
に
反
対

し
て
そ
の
独
自
性
を
主
張
し
た
「
詩
的
智
慧
」
で
あ
る
。
知
性
に
対
す
る
構
想
力
の
根
源
牲
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
理
論
も
実
践
の
立
場
に
お
い
て
は
構
想
力
に
よ
っ
て
神
話
化
さ
れ
る
。
科
学
的
世
界
観
や
無
神
論
を
も
含
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め
て
、
人
類
思
想
の
歴
史
を
神
話
の
変
遷
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
チ
ー
グ
レ
ル
の
企
て
（Leopold Ziegler, 

G
estaltw

andel der G
ötter, D

ritte A
uflage 1922.

）
は
あ
ま
り
に
詩
的
に
過
ぎ
る
と
し
て
も
、
知
性
の
産
物
も
歴

史
的
世
界
に
お
い
て
は
何
等
か
の
仕
方
で
神
話
化
さ
れ
る
。
そ
の
可
能
性
の
う
ち
に
知
性
の
根
柢
に
構
想
力
が
存

在
す
る
こ
と
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
ソ
レ
ル
の
説
か
ら
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
弁
証
法
と
構
想
力
の
論
理
と
の
関
係

は
や
が
て
我
々
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　G

. Sorel, Introduction à l’économ
ie m

oderne, D
euxièm

e édition 1922, p. 383 et suiv.

六

歴
史
の
世
界
に
入
る
な
ら
ば
、
す
で
に
理
論
で
さ
え
も
そ
う
で
あ
り
得
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
神
話
の

意
味
を
担
う
に
至
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
神
話
の
概
念
は
も
は
や
普
通
に
神
話
と
い
わ
れ
る
よ
う
な

特
定
の
言
語
的
表
現
を
有
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
一
定
の
存
在
の
仕
方
を
表
す

も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
（
こ
の
場
合 m

ythologie 
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
な
い
、
た
だ m

ythe 

と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
ト
ゥ
タ
ン
に
依
れ
ば
、m

ythologie 

と
い
う
語
は
二
つ
の
異
な
る
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
一



五
九

第
一
章　

神
話

方
で
は m

ythologie grecque, m
ythologie égyptienne 

等
の
場
合
に
お
け
る
如
く
、「
神
話
と
説
話
と
の
総
体
」 

l’ensem
ble des m

ythes et des légendes 

を
意
味
し
、
他
方
で
は
か
よ
う
な
神
話
と
説
話
と
に
関
す
る
一
切
の
研

究
、
詮
索
、
体
系
を
、
言
い
換
え
る
と
「
神
話
学
」science des m

ythes 

を
意
味
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ 

m
ythologie 

の
概
念
は
ロ
ゴ
ス
に
関
係
す
る
に
反
し
て
、m

ythe 

の
概
念
は
普
通
に
い
う
神
話
の
意
味
か
ら
転
化

さ
れ
る
と
共
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
一
定
の
存
在
の
仕
方
に
拡
張
さ
れ
て
存
在
論
的
な
意
味
に
用
い
る
こ
と
も
許
さ

れ
よ
う
）。
固
よ
り
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
神
話
的
な
存
在
の
仕
方
を
有
し
得
る
の
は
、
社
会
の
成
立
の
基
礎
が
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
た
如
く
人
間
は
ロ
ゴ
ス
（
言
語
）
を
有
す
る
動
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
に
基
づ
い

て
い
る
。
そ
し
て
或
る
物
が
神
話
と
し
て
存
在
す
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
最
初
か
ら
神
話
を
意
図
し

て
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
歴
史
の
世
界
が
そ
の
根
柢
に
お
い
て
構
想
力
の
論
理
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
後
の
点
が
我
々
の
根
本
の
問
題
で
あ
る
。

神
話
は
ソ
レ
ル
に
よ
っ
て
歴
史
的
力
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
彼
の
い
う
神
話
は
主
と
し
て
未
来
の
創
造
に
関
し

て
い
る
。
し
か
る
に
ベ
ル
ト
ラ
ム
は
主
と
し
て
過
去
の
伝
承
の
形
式
と
し
て
神
話
を
考
え
た
。＊

す
べ
て
在
っ
た
も

の
は
象
徴 G

leichnis 

に
過
ぎ
ぬ
、
と
先
ず
ベ
ル
ト
ラ
ム
は
云
う
。
如
何
な
る
歴
史
的
方
法
も
、
十
九
世
紀
の
素

樸
な
歴
史
的
実
在
論
が
信
じ
た
よ
う
に
、
体
現
的
な
現
実
を
、
そ
れ
が
も
と
在
っ
た
姿
に
お
い
て
見
る
こ
と
に
役
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立
ち
得
る
も
の
で
な
い
。
歴
史
と
は
何
等
か
の
在
っ
た
も
の
を
概
念
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ

歴
史
と
は
以
前
の
現
実
の
現
実
性
を
奪
い
去
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
存
在
の
ひ
と
つ
の
全
く
他
の
範
疇
」
へ

導
き
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
が
作
り
出
す
像
は
新
た
な
、
い
わ
ば
一
層
高
い
度
の
現
実
で
あ
る
。
歴
史

的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
過
去
の
生
活
を
現
在
化
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
現
在
性
を
脱
せ
し
め

る
の
で
あ
る
、
そ
れ
を
我
々
の
時
間
へ
救
い
入
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
無
時
間
的
に
す
る
の
で
あ
る
。

過
去
の
生
活
の
う
ち
存
続
す
る
も
の
は
、
我
々
が
如
何
に
そ
れ
を
明
白
に
し
、
精
査
し
、
追
体
験
し
よ
う
と
努
力

す
る
に
し
て
も
、
決
し
て
生
活
で
は
な
く
、
却
っ
て
つ
ね
に
そ
の
説
話
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
の
う
ち
歴
史

と
し
て
生
き
残
る
も
の
は
つ
ね
に
最
後
は
説
話
で
あ
る
。
説
話
は
歴
史
的
伝
承
の
最
も
生
命
的
な
形
式
で
あ
る
、

そ
れ
は
そ
の
最
も
原
始
的
な
形
式
で
あ
る
と
共
に
最
も
究
極
的
な
形
式
で
あ
り
、
そ
の
最
も
古
い
形
式
で
あ
る
と

同
時
に
そ
の
最
も
深
い
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
が
、
如
何
な
る
時
に
も
働
く
も
の
と
し
て
、
昔
と
今
と
を
現
実

的
に
結
合
す
る
。
た
だ
像
と
し
て
、
形
態
と
し
て
の
み
、
た
だ
神
話
と
し
て
の
み
、
過
去
の
人
物
は
生
き
る
。
如

何
な
る
文
献
学
も
、
如
何
な
る
分
析
的
方
法
も
、
こ
の
像
を
形
作
る
こ
と
が
で
き
も
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
内
的
な

法
則
と
固
有
の
衝
動
と
に
従
う
変
化
を
妨
げ
た
り
速
め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
も
し
な
い
。
こ
の
像
は
絶
え
ず
変

化
し
、
絶
え
ず
一
層
少
な
い
そ
し
て
絶
え
ず
一
層
太
い
線
を
現
し
て
く
る
。
型
的
で
あ
る
と
同
時
に
一
回
的
な
も
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の
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
説
話
形
成
の
過
程
を
規
定
す
る
法
則
の
作
用
は
様
々
な
種
類
の
説
話
に
お
い
て

同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
古
代
の
英
雄
神
話
と
中
世
の
聖
者
伝
説
と
の
間
に
は
何
等
原
理
的
な
方
法
的
差
異

が
存
し
な
い
。
ま
た
説
話
形
成
の
強
度
は
決
し
て
原
始
的
な
精
神
的
教
養
の
状
態
に
依
存
す
る
の
で
な
く
、
意
識

的
な
分
析
的
な
時
代
に
お
い
て
も
説
話
は
除
去
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
背
後
に
押
し
込
め
ら
れ
さ
え
も
し
な
い
。
増

し
ゆ
く
自
覚
、
自
己
制
御
、
文
献
学
的
知
識
等
の
一
切
は
、
説
話
の
生
成
に
対
し
て
極
め
て
狭
い
影
響
を
有
す
る

の
み
で
あ
っ
て
、
抑
制
的
な
も
の
と
し
て
も
促
進
的
な
も
の
と
し
て
も
こ
の
影
響
は
本
質
的
で
な
い
。
神
話
が
自

己
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
目
覚
め
た
監
視
的
な
知
性
は
、
今
日
も
昔
に
変
ら
ず
そ
の
如
何
と
も
な
し
得
ぬ

制
限
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
個
人
的
生
活
の
限
界
を
越
え
て
個
性
が
生
き
続
け
、
働
き
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

ブ
ル
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
語
を
借
り
れ
ば
、
魔
術
で
あ
り
、
宗
教
的
な
過
程
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
ら

ゆ
る
機
械
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
な
影
響
を
脱
し
て
い
る
。

＊
　V

gl. Ernst B
ertram

, N
ietzsche, Versuch einer M

ythologie, 1922.

歴
史
の
生
命
的
な
伝
承
の
形
式
が
神
話
乃
至
説
話
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
は
或
る
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。
尤
も
っ
と

も
、
神
話
と
し
て
の
歴
史
は
科
学
と
し
て
の
歴
史
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
も
無
意
味
に
す
る
も
の
で
も
な
い
。

我
々
は
ベ
ル
ト
ラ
ム
の
神
話
的
歴
史
観
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
の
浪
漫
主
義
、
審
美
主
義
及
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び
そ
れ
ら
に
関
聯
し
た
有
機
体
説
（
生
物
有
機
体
と
の
比
論
）
等
に
は
批
判
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

構
想
力
の
哲
学
は
抽
象
的
な
合
理
主
義
に
同
意
す
る
の
で
な
い
と
同
じ
く
浪
漫
的
な
非
合
理
主
義
に
一
致
す
る
の

で
も
な
い
。
神
話
の
形
成
は
構
想
力
に
属
し
て
い
る
。
歴
史
的
事
実
及
び
そ
の
認
識
も
構
想
力
に
基
づ
い
て
神
話

に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
歴
史
そ
の
も
の
の
根
柢
に
構
想
力
の
論
理
の
如
き
も
の
が
存
在

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
ベ
ル
ト
ラ
ム
は
説
話
形
成
に
あ
た
っ
て
「
蓄
積
の
法
則
」
が
作
用
す
る
と
云

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
持
て
る
者
に
は
益
々
与
え
ら
れ
る
（
ひ
と
は
金
持
に
し
か
金
を
貸
さ
な
い
）。
人
類
の
記

憶
は
忘
恩
的
で
あ
る
が
、
感
謝
す
る
場
合
に
は
度
を
越
え
て
感
謝
す
る
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
小
さ
い

祭
壇
を
奪
っ
て
そ
の
最
も
大
き
な
記
念
像
を
飾
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ト
ラ
ム
の
い
う
蓄
積
の
法
則
の
根
柢
に
は
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
が
恋
愛
論
の
中
で
述
べ
た
よ
う
な
「
結
晶
作
用
」
が
存
し
、
む
し
ろ
こ
れ
と
同
じ
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
恋
愛
心
理
の
発
展
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
先
ず
感
歎
が
や
っ
て

来
る
、
こ
の
第
一
の
段
階
は
純
粋
に
感
情
的
で
あ
る
。
次
に
快
楽
の
牽
引
が
、
即
ち
あ
ら
ゆ
る
形
式
に
お
け
る

欲
望
が
目
覚
め
て
来
る
。
そ
し
て
次
に
希
望
が
来
る
、
こ
こ
に
構
想
力
の
活
動
が
始
り
、
リ
ボ
ー
の
解
釈
に
従
え

ば
、
そ
れ
と
共
に
価
値
の
判
断
が
現
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
恋
愛
が
生
れ
る
。
そ
し
て
次
に
第
一
の
結
晶
作
用
が

始
ま
る
。
結
晶
作
用
と
い
う
の
は
現
前
す
る
す
べ
て
の
も
の
か
ら
愛
の
対
象
が
絶
え
ず
新
し
い
完
全
性
を
持
つ
よ
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う
に
な
る
も
の
を
発
見
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
愛
の
対
象
は
理
想
的
な
完
全
な
も
の
に
形
成
さ

れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
次
に
懐
疑
が
生
れ
て
一
時
こ
の
作
用
を
混
乱
さ
せ
る
、
や
が
て
そ
れ
に
打
克
つ
と
き
第
二
の

結
晶
作
用
が
行
わ
れ
る
。
リ
ボ
ー
の
注
に
依
れ
ば
、
こ
の
過
程
は
愛
に
の
み
固
有
の
も
の
で
な
く
、
緩
か
に
孵
化

す
る
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
根
柢
に
存
在
し
て
い
る
。＊

そ
し
て
ド
ゥ
ラ
ク
ロ
ワ
は
、
結
晶
作
用
の
説
は
愛
に
お
い
て
構

想
力
が
極
め
て
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
愛
と
は
要
す
る
に
心
臓
の
運

動
に
対
す
る
構
想
力
の
仕
事
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
作
り
出
し
た
空
想
的
な
存
在
を
愛
す
る
の
で
あ
り
、
し
か

し
我
々
は
そ
れ
を
愛
す
る
故
に
作
り
出
し
た
の
で
あ
る＊
＊。

即
ち
結
晶
作
用
に
よ
っ
て
愛
の
対
象
は
神
話
化
さ
れ
る

と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
愛
と
構
想
力
と
は
分
離
的
に
働
く
の
で
な
く
、
構
想
力
は
も
と
も
と
表
象
的
に
し
て
感

情
的
で
あ
る
。
リ
ボ
ー
は
、
愛
が
理
想
化
さ
れ
た
場
合
、
言
い
換
え
る
と
、
感
覚
か
ら
概
念
を
出
て
来
さ
せ
る
作

用
に
似
た
除
去
と
抽
象
と
の
作
用
に
よ
っ
て
、
愛
が
そ
の
身
体
的
な
、
本
能
的
な
、
衝
動
的
な
要
素
か
ら
で
き
る

だ
け
軽
く
さ
れ
た
場
合
、
感
情
的
推
理
は
消
え
失
せ
て
、
な
か
ば
感
情
的
で
な
か
ば
知
的
な
、
そ
れ
故
に
混
合
的

な
推
理
が
現
れ
る
と
注
釈
を
加
え
て
い
る
が
、
我
々
は
か
よ
う
な
機
械
的
な
説
明
に
満
足
し
得
な
い
。
構
想
力
の

論
理
は
混
合
的
推
理
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
元
来
パ
ト
ス
的
に
し
て
同
時
に
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
、
身
体
的

で
あ
る
と
共
に
精
神
的
で
あ
る
。
一
般
的
に
云
っ
て
、
リ
ボ
ー
の
「
感
情
の
論
理
」
は
な
お
多
く
機
械
的
な
見
方
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に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
の
心
理
学
の
制
限
に
基
づ
く
と
共
に
、
感
情
の
論
理
と
い
う
が
如
き
も
の

を
特
別
に
考
え
よ
う
と
し
な
が
ら
彼
が
依
然
と
し
て
形
式
論
理
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
ベ
ル
ト
ラ
ム
の
い
う
蓄
積
の
法
則
は
純
化
と
完
全
化
と
の
、
即
ち
イ
デ
ア
化
の
作
用
を
意
味
し
、
結
晶

作
用
の
如
き
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
愛
と
結
晶
作
用
と
が
結
び
附
い
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
構
想
力
の
論

理
は
愛
の
論
理
で
あ
る
。
エ
ロ
ス
そ
の
も
の
が
神
話
的
な
も
の
で
あ
る
。
尤
も
我
々
は
こ
こ
に
想
起
さ
れ
る
プ
ラ

ト
ン
乃
至
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
の
宇
宙
論
的
な
エ
ロ
ス
の
神
話
も
し
く
は
形
而
上
学
を
そ
の
ま
ま
受
取
ろ
う
と
い
う

の
で
は
な
い
。
我
々
は
却
っ
て
歴
史
的
世
界
の
根
柢
に
構
想
力
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
構
想

力
の
論
理
は
ベ
ル
ト
ラ
ム
の
自
然
神
秘
主
義
的
な
内
在
論
に
よ
っ
て
は
そ
の
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

ぬ
。
そ
れ
は
愛
の
論
理
と
し
て
も
エ
ロ
ス
の
論
理
か
ら
ア
ガ
ペ
の
論
理
に
ま
で
高
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　R

ibot, La logique des sentim
ents, pp. 71

―75.

＊
＊
　H

enri D
elacroix, La psychologie de Stendhal, 1918, p. 100.

歴
史
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ベ
ル
ト
ラ
ム
に
依
れ
ば
、
神
話
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
物
が
地

上
か
ら
い
わ
ば
天
界
へ
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
即
ち
事
実 m

atter of fact 

の
世
界
か
ら
形
像 im

age 

の
世

界
へ
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
リ
ボ
ー
の
い
う
、
感
覚
か
ら
概
念
が
出
て
来
る
場
合
に
お
け
る
除
去
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と
抽
象
と
の
作
用
に
類
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
論
理
学
者
が
し
ば
し
ば
論
じ
て
い
る
如

く
、
感
覚
的
な
物
か
ら
抽
象
に
よ
っ
て
概
念
が
作
ら
れ
得
る
た
め
に
は
感
覚
的
な
物
の
う
ち
に
す
で
に
一
般
的
な

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
プ
ラ
ト
ン
的
に
云
え
ば
、
物
は
す
で
に
イ
デ
ア
に
分
与
し
て
い

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
形
像
は
イ
デ
ア
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ

れ
は
固
定
し
た
も
の
で
な
く
、
自
己
の
う
ち
に
発
展
を
有
し
て
い
る
。
リ
ボ
ー
の
云
っ
た
よ
う
に
、
イ
マ
ー
ジ

ュ
は
動
的
要
素 l’élém

ent m
oteur 

を
含
み
、
こ
の
も
の
は
そ
れ
を
客
観
化
し
、
外
形
化
し
、
我
々
の
外
に
投
射

さ
せ
る
。
歴
史
の
根
本
現
象
に
属
す
る m

étam
orphose 

（
形
の
変
化
）
は
イ
デ
の
論
理
に
よ
っ
て
で
な
く
、
イ

マ
ー
ジ
ュ
の
論
理
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
。
形
像
は
純
粋
な
イ
デ
ア
で
は
な
く
、
い
わ
ば
身
体
を
も
っ
た
イ
デ
ア

で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
に
お
け
る M

ütter

（
母
た
ち
）
の
神
話
は
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
形
像 im

age 

は
理
念 

idée 

の
象
徴
と
見
ら
る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
イ
デ
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
象
徴
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
イ
マ
ー

ジ
ュ
は
影
の
薄
く
な
っ
た
イ
デ
で
あ
る
の
で
な
く
、却
っ
て
イ
デ
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

イ
マ
ー
ジ
ュ
は
物
の
写
し
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
物
の
写
し
と
な
し
、
そ
れ
自
身
物
と
同
様
に
存

在
す
る
か
の
如
く
考
え
る
素
樸
な
形
而
上
学
乃
至
存
在
論
が
構
想
力
の
本
質
の
理
解
を
妨
げ
て
き
た
、
と
サ
ル
ト

ル
も
云
っ
て
い
る
。
物
と
そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
こ
に
本
質
の
同
一 l’identité d’essence 

が
、
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即
ち
イ
デ
ア
的
同
一
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
か
ら
存
在
の
同
一
は
従
っ
て
来
な
い
。
物
と

し
て
の
存
在
と
形
像
と
し
て
の
存
在
と
は
存
在
の
様
式 le m
ode d’existence 

を
異
に
す
る
。
す
べ
て
の
存
在
の

様
式
を
物
理
的
存
在
の
様
式
の
型
に
従
っ
て
構
成
す
る
と
い
う
我
々
の
殆
ど
打
克
ち
難
い
習
慣
を
何
よ
り
も
払
い

退
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
サ
ル
ト
ル
は
書
い
て
い
る
。＊

さ
も
な
け
れ
ば
表
現
の
論
理
と
い
う
も
の
は
考
え
る
こ
と
が

で
き
ぬ
。
そ
し
て
同
時
に
我
々
は
イ
デ
ア
的
同
一
の
立
場
に
固
執
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
如
く
構
想
力
の
像
を
単

に
図
解
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
を
や
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
ま
た
も
し
イ
デ
ア
は
論
理
上
事
実
に
先
行
す
る
と
云

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
一
層
多
く
の
理
由
を
も
っ
て
、
形
像
は
事
実
に
先
行
す
る
と
云
っ
て
も
好
い

で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
れ
ば
、
論
理
の
内
容
は
「
自
然
と
有
限
精
神
と
の
創
造
以
前
の
永
遠
な
る
本
質
に
お

け
る
神
の
叙
述
」
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
論
理
は
彼
の
云
う
が
如
き
純
粋
思
惟
に
属
す
る
の
で
な
く
、
構
想
力
に

属
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ゲ
ー
テ
の
云
っ
た
よ
う
に
、
構
想
力
は
「
理
性
の
先
駆
者
」
で
あ
る
。
構
想
力

の
論
理
は
創
造
以
前
の
も
の
で
な
く
却
っ
て
創
造
そ
の
も
の
の
論
理
で
あ
る
。
し
か
も
創
造
の
論
理
は
超
越
論
的

性
質
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
超
越
な
く
し
て
創
造
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
我
々
は
か
よ
う
な

超
越
を
先
ず
神
話
的
形
像
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

＊
　Jean-Paul Sartre, L’im

agination, 1936, Introduction.
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七

普
通
に
神
話
は
遠
い
過
去
の
出
来
事
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
未
開
人
の
心
理
の
研
究

に
依
れ
ば
、
彼
等
は
継
起
的
な
過
程
に
お
い
て
展
開
す
る
時
間
の
一
つ
の
時
期
で
あ
る
よ
う
な
過
去
の
観
念
を
有

せ
ず
、神
話
と
歴
史
と
は
彼
等
に
と
っ
て
同
一
の
時
間
に
お
け
る
異
な
る
時
代
と
し
て
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

お
よ
そ
世
界
の
進
化
の
思
想
は
彼
等
に
欠
け
て
い
る
。
神
話
の
世
界
は
長
い
歴
史
的
発
展
の
初
め
に
あ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
時
代
は
今
日
の
存
在
と
事
実
が
動
い
て
い
る
の
と
同
一
の
時
間
の
部
分
で
あ
る

の
で
な
く
「
未
だ
時
間
の
存
し
な
か
っ
た
時
代
の
時
間
」
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
話
時
代
は
い
わ
ば

時
間
前
も
し
く
は
時
間
外 prétem

porel ou extratem
porel 

で
あ
る
。
彼
等
は
神
話
的
世
界
の
存
在
の
様
式
と
現

実
の
世
界
の
存
在
の
様
式
と
が
性
質
的
に
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。「
神
話
時
代
は
単
に
過
去
の
時

間
と
し
て
で
な
く
、
ま
た
現
在
及
び
未
来
と
し
て
、
即
ち
一
つ
の
時
代
と
し
て
と
同
様
に
一
つ
の
状
態
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」。
か
く
て
未
開
人
が
あ
ら
ゆ
る
物
の
初
め
に
神
話
的
世
界
が
あ
る
と
い

う
と
き
、
そ
れ
は
単
に
こ
の
世
界
が
い
わ
ば
超
越
的
な
も
し
く
は
超
歴
史
的 m

étahistorique 

な
古
代
に
属
す
る
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と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
ま
た
特
に
、
す
べ
て
の
存
在
が
そ
れ
か
ら
生
れ
る
と
い
う
こ
と
、
或
は
こ

の
時
期
が
「
創
造
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
彼
等
の
神
話
は
一
種
の

「
創
世
記
」
で
あ
る
。「
未
開
人
に
と
っ
て
神
話
は
、
完
全
に
信
仰
す
る
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
創
造
の
、
堕
落
の
、

十
字
架
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
に
よ
る
贖
罪
の
聖
書
の
物
語
が
あ
る
の
と
同
じ
も
の
で
あ
る
」、
と
マ
リ
ノ

ウ
ス
キ
イ
は
書
い
て
い
る
。＊

プ
ロ
イ
ス
も
、
未
開
人
に
は
時
間
の
長
さ
の
観
念
が
な
い
と
云
い
、
神
話
は
原
始
時

間 U
rzeit 

に
属
す
る
と
云
っ
て
い
る＊
＊。

そ
れ
は
原
始
歴
史 U

rgeschichte 

に
属
す
る
、
と
我
々
は
云
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
神
話
の
実
在
性
と
現
実
の
実
在
性
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
か
く
て
例
え
ば「
祖
先
」

と
い
う
語
は
、
一
方
神
話
的
存
在
を
表
す
た
め
に
、
他
方
現
世
代
の
先
祖
を
表
す
た
め
に
、
し
ば
し
ば
無
差
別
に

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
意
味
は
同
じ
で
な
い
。
後
の
意
味
に
お
け
る
祖
先
も
未
開
人
に
と

っ
て
は
重
要
で
あ
り
、
彼
等
の
生
活
と
幸
福
と
は
祖
先
の
好
意
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
、
祖
先
は
神
と
見
做
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
祖
先
は
彼
等
と
同
様
に
過
去
の
一
定
の
時
間
に
生
れ
そ
し
て
死
ん
だ
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
神
話
の
語
る
祖
先
は
、
そ
れ
と
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
、
如
何
な
る
歴
史
の
綱

も
彼
等
を
現
在
の
世
代
に
先
立
つ
諸
世
代
に
結
び
附
け
る
も
の
で
な
い
。
彼
等
は
「
時
間
外
」
の
時
期
に
、「
未

だ
時
間
の
存
し
な
か
っ
た
時
間
」
に
属
し
、そ
こ
に
お
い
て
彼
等
は
今
日
存
在
す
る
も
の
を
「
創
造
」
し
、「
生
産
」
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し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
生
産
が
生
理
学
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
神
話
的
思
惟
に
と
っ
て
は
問
題
に

な
ら
な
い
。
神
話
的
思
惟
は
因
果
の
連
繋
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
て
、「
創
造
」
も
し
く
は
「
転

態
」 m

étam
orphose 

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
の
み
心
を
留
め
る
の
で
あ
る＊
＊
＊。

＊
　B

r. M
alinow

ski, M
yth in prim

itive psychology, 1926, p. 21.

＊
＊
　K

. Th. Preuss, D
er religiöse G

ehalt der M
ythen, 1933, SS.12,23.

【K
onrad Theodor Preuss, 1869-1938

】

＊
＊
＊
　Lévy-B

ruhl, La m
ythologie prim

itive, pp.1

―12.

か
く
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
未
開
人
に
と
っ
て
神
話
の
世
界
は
歴
史
の
過
去
の
出
来
事
で
な
く
、
原
始
時
間

或
い
は
原
始
歴
史
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。神
話
は「
超
越
的
価
値
」を
有
し
て
い
る
。

神
話
は
も
と
「
説
明
」
を
目
的
と
す
る
の
で
な
い
、
そ
れ
は
た
だ
「
超
自
然
」
を
反
映
す
る
の
で
あ
る
。＊

原
始
時

間
と
い
う
の
は
過
去
現
在
未
来
と
継
起
す
る
時
間
の
部
分
で
な
く
、
む
し
ろ
同
時
的
に
過
去
現
在
未
来
で
あ
り
、

継
起
的
な
時
間
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
。
そ
し
て
原
始
歴
史
と
い
う
の
は
時
間
の
う
ち
に
経
過
す
る
歴
史
の
部

分
で
な
く
、
却
っ
て
一
切
の
歴
史
の
超
越
的
根
源
で
あ
る
。
神
話
と
普
通
に
歴
史
と
い
わ
れ
る
も
の
と
は
全
く
秩

序
を
異
に
し
て
い
る
。
ソ
レ
ル
に
お
け
る
神
話
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
区
別
も
か
く
の
如
き
秩
序
の
差
異
を
基
礎
と

し
て
理
解
さ
れ
得
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
歴
史
叙
述
を
神
話
形
成
と
考
え
る
ベ
ル
ト
ラ
ム
が
、
歴
史
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的
に
伝
承
す
る
こ
と
は
過
去
の
生
活
を
我
々
の
時
間
へ
救
い
入
れ
る
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
無
時
間
的
に

す
る
こ
と
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
の
も
、
そ
こ
に
根
拠
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
伝
承
も
ひ
と
つ
の
創
造
で
あ

る
。
未
開
人
に
と
っ
て
神
話
的
世
界
は
超
自
然
で
あ
り
、
勝
れ
た
意
味
に
お
け
る
実
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
の

根
柢
で
あ
る
。
神
話
時
代
の
英
雄
、
祖
先
が
、
現
在
の
存
在
を
生
産
し
、
創
造
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
世

界
の
創
造
と
人
間
の
生
成
と
は
神
話
の
主
要
な
内
容
で
あ
る
。
何
等
か
の
超
越
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
創
造
は
考

え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
話
の
特
色
は
こ
の
超
越
が
恰あ
た
かも

神
話
的
に
表
象
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
即
ち
神
話
的
存

在
は
、
一
方
創
造
さ
れ
た
も
の
の
超
越
的
根
源
と
し
て
、
創
造
さ
れ
ず
し
て
創
造
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
共

に
他
方
或
い
は
動
物
と
し
て
、
或
い
は
半
動
物
半
人
間
の
混
合
的
存
在
と
し
て
、
或
い
は
ま
た
我
々
と
同
じ
人
間

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
未
開
人
に
と
っ
て
神
話
的
世
界
は
超
自
然
で
あ
る
、
し
か
し
こ
の
世
界
と
現
実
の
世
界
と

の
間
に
は
如
何
な
る
空
隙
も
、
如
何
な
る
墻し
ょ
う
へ
き壁も

介
在
し
な
い
。
超
自
然
と
自
然
と
は
判
然
と
区
別
さ
れ
る
或
い

は
拮
抗
す
る
二
つ
の
実
在
と
し
て
互
い
に
対
立
す
る
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
神
話
的
世
界
の
存
在
は
我
々
の
世

界
の
そ
れ
に
相
応
す
る
存
在
と
甚
だ
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
後
者
に
欠
け
て
い
る
多
く
の
魔
術
的
な
力
を

所
有
し
て
い
る
、
ま
た
前
者
は
今
日
の
存
在
が
そ
の
微
か
な
痕
跡
を
し
か
所
有
し
な
い
能
力
を
最
も
高
い
程
度
に

お
い
て
享
有
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
差
異
は
要
す
る
に
大
小
多
少
の
差
異
に
過
ぎ
ぬ
。
言
い
換
え
る
と
、
神
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話
に
お
い
て
は
超
越
の
真
の
意
味
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
超
自
然
と
自
然
と
が
無
造

作
に
混
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
如
何
に
し
て
神
話
が
、
そ
の
神
秘
性
を
失
っ
た
場
合
、
単
な
る
歴
史
の
う
ち
へ

容
易
に
繰
り
込
ま
れ
る
か
と
い
う
理
由
が
あ
る
。
そ
こ
に
ま
た
何
故
に
超
自
然
的
力
の
自
然
的
過
程
に
対
す
る
干

渉
が
未
開
人
の
心
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
、
恰
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
理
由
が
見
出
さ
れ

る
。
そ
こ
で
は
か
か
る
干
渉
も
自
然
に
対
し
て
暴
力
を
加
え
る
も
の
で
な
く
、
自
然
の
秩
序
を
危
く
す
る
も
の
で

な
い
ほ
ど
、
超
自
然
と
自
然
と
は
混
合
し
て
い
る
の
で
あ
る＊
＊。
超
越
の
意
味
が
正
し
く
理
解
さ
れ
な
い
限
り
、
自

然
の
意
味
も
正
し
く
把
握
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊
　Lévy-B

ruhl, La m
ythologie prim

itive, pp. 80,81.

＊
＊
　Ibid., pp. 223,224.

種
々
の
神
話
に
お
い
て
世
界
の
創
造
が
如
何
に
表
象
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
我
々
の
問
題
で
な
い
。
神

話
を
愛
す
る
者
（
フ
ィ
ロ
ミ
ュ
ト
ス
）
も
或
る
意
味
で
は
智
を
愛
す
る
者
（
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ォ
ス
、
哲
学
者
）
で
あ

る
（dio; kaiv oJ φ

ilovmuqoV filovsofovV pw
vV ejstin.

）
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
で
あ
る
が＊

、
就
中
ギ
リ
シ

ア
神
話
は
古
来
絶
え
ず
哲
学
的
思
弁
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
か
か
る
思
弁
の
う
ち
我
々
は
い
ま
只
一
つ
、
か
の

神
話
の
哲
学
に
深
い
関
心
を
有
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
に
依
る
サ
モ
ト
ラ
ケ
の
神
々
に
つ
い
て
の
解
釈
を
取
り
上
げ
て



七
二

見
よ
う＊
＊。
サ
モ
ト
ラ
ケ
は
ギ
リ
シ
ア
民
族
の
礼
拝
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
る
カ
ベ
イ
ロ
イ
の
礼
拝
を
も
っ

て
有
名
で
あ
っ
た
。
カ
ベ
イ
ロ
イ
は
ア
キ
シ
エ
ロ
ス
、
ア
キ
シ
オ
ケ
ル
サ
、
ア
キ
シ
オ
ケ
ル
ソ
ス
及
び
カ
ス
ミ
ロ

ス
と
い
う
四
つ
の
神
の
群
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
々
の
名
は
ギ
リ
シ
ア
的
起
原
の
も
の
で
な
い
。
シ
ェ

リ
ン
グ
に
依
れ
ば
、
そ
の
第
一
の
神
、
万
物
の
端
初
た
る
第
一
の
自
然
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ア
キ
シ
エ
ロ
ス
は
、
フ

ェ
ニ
キ
ア
語
に
お
い
て
、
先
ず
飢
、
貧
を
、
更
に
焦
れ
、
渇
望
ま
た
は
憧
憬
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
思
想
は
全

自
然
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
は
夜
で
あ
る
と
す
る
神
話
的
思
想
に
通
ず
る
。
夜
の
本
質
は
欠
乏
、
貧
窮
、
憧
憬
で

あ
る
。
こ
の
夜
は
闇
即
ち
光
に
敵
対
す
る
も
の
で
な
く
、
光
を
待
つ
も
の
で
あ
り
、
あ
こ
が
れ
の
、
受
け
る
こ
と

を
求
め
る
夜
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
第
一
の
自
然
は
す
べ
て
を
食
い
尽
す
火
で
あ
る
と
す
る
神
話
的
思
想
も
、

そ
の
全
本
質
が
渇
望
と
憧
憬
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
火
は
自
身
は
い
わ
ば
無
で
あ
っ
て
、
す

べ
て
を
自
分
の
う
ち
へ
引
き
入
れ
ず
に
は
お
か
ぬ
存
在
へ
の
飢
餓
を
現
し
て
い
る
。
そ
の
下
に
も
は
や
何
物
も
な

い
最
も
下
な
る
も
の
は
、
た
だ
渇
望
、
在
る
と
い
う
よ
り
も
た
だ
在
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
得
る
の
み
で

あ
る
、
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
云
っ
て
い
る
。
憧
憬 Sehnsucht 

は
万
物
の
端
初
で
あ
り
、
創
造
の
第
一
の
根
源
で
あ

る
。
古
代
の
歴
史
家
は
ア
キ
シ
エ
ロ
ス
を
デ
メ
テ
ル
と
同
一
に
見
た
。
第
二
の
神
ア
キ
シ
オ
ケ
ル
サ
は
ペ
ル
セ
ポ

ネ
に
等
し
く
、
魔
術 Zauber 

を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
娘
は
別
の
姿
に
お
け
る
母
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
即
ち
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全
自
然
の
最
も
内
面
的
な
本
質
は
存
在
へ
の
飢
餓
で
あ
り
、
こ
の
動
力
の
不
断
の
牽
引
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
も
の

は
最
初
の
無
決
定
性
か
ら
恰あ
た
かも
魔
術
に
よ
っ
て
の
如
く
現
実
も
し
く
は
形
成
に
持
ち
来
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
根

源
的
に
形
の
な
い
神
は
ペ
ル
セ
ポ
ネ
に
お
い
て
形
を
と
り
、
こ
の
神
が
本
来
初
め
て
生
け
る
魔
術
と
な
る
。
ア
キ

シ
オ
ケ
ル
サ
と
ア
キ
シ
オ
ケ
ル
ソ
ス
と
は
魔
術
と
い
う
共
通
の
概
念
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
第
三
の
神

ア
キ
シ
オ
ケ
ル
ソ
ス
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
に
従
え
ば
、
ハ
ー
デ
ス
で
あ
る
。
ハ

ー
デ
ス
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
は
同
一
で
あ
り
、
死
者
の
国
の
主
が
同
時
に
慈
悲
深
い
神
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
秘
義
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
サ
モ
ト
ラ
ケ
の
最
初
の
三
つ
の
神
は
デ
メ
テ
ル
、
ペ
ル
セ
ポ
ネ
及
び
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
間
に
見
ら
れ
る
の
と
同
じ
順
序
と
関
係
と
を
含
ん
で
い
る
。
第
四
の
神
カ
ス
ミ
ロ
ス
は
召
使
を
意

味
し
、
ヘ
ル
メ
ス
に
あ
た
る
。
し
か
し
彼
は
最
初
の
三
つ
の
神
に
仕
え
る
の
で
な
く
、
彼
等
と
は
異
な
る
上
位
の

神
に
仕
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
彼
が
下
位
の
神
と
上
位
の
神
と
に
同
時
に
仕
え
る
と
す
れ
ば
、
前
者
に
仕
え
る
の

は
た
だ
、
彼
自
身
こ
れ
よ
り
も
高
い
も
の
と
し
て
、
下
位
の
も
の
と
上
位
の
も
の
と
の
間
の
媒
介
者
で
あ
る
限
り

に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
に
い
わ
ば
上
位
の
神
と
下
位
の
神
と
の
間
の
導
き
の
結
び
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

実
に
ヘ
ル
メ
ス
の
本
来
の
概
念
で
あ
る
。
カ
ス
ミ
ロ
ス
は
も
と
神
の
先
に
行
く
も
の
を
意
味
し
、
従
っ
て
彼
に
先

立
つ
神
々
の
召
使
で
な
く
、
将
来
の
神
の
召
使
で
あ
り
、
来
る
べ
き
神
の
告
知
者
、
伝
令
で
あ
る
。
ア
キ
シ
エ
ロ
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ス
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
が
、
最
高
の
も
の
で
な
く
、
カ
ス
ミ
ロ
ス
は
四
者
の
う
ち
最
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
よ

り
高
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
般
に
古
代
の
神
話
の
説
明
に
と
っ
て
、
特
に
サ
モ
ト
ラ
ケ
の
神
話
の
説
明
に

と
っ
て
、
流
出 Em

anation 

の
観
念
は
適
合
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
、
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
カ
ス
ミ
ロ
ス
は
初
め
の
三
つ
の
神
に
対
し
て
下
に
立
つ
の
で
な
く
、
む
し
ろ
上
に
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
。
然
ら

ば
そ
れ
ら
の
神
々
が
す
べ
て
、直
接
に
は
カ
ス
ミ
ロ
ス
が
、仕
え
る
神
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
ら
す
べ
て
の
神
々

は
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
世
界
全
体
が
、
宇
宙
が
存
立
す
る
力
で
あ
り
、
従
っ
て
世
界
的
な
、
宇
宙
的
な
神
で
あ
る
。

そ
の
創
造
は
必
然
性
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
る
に
彼
等
が
、
中
に
も
先
ず
カ
ス
ミ
ロ
ス
が
仕
え
る
神
は
超
世
界
的

な
神
、
彼
等
を
支
配
し
以
て
世
界
の
主
た
る
神
、
造
物
者
（
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
）
或
い
は
最
高
の
意
味
に
お
い
て
ゼ

ウ
ス
で
あ
る
。
か
く
し
て
今
や
上
昇
的
系
列
が
認
め
ら
れ
る
、
即
ち
最
も
深
い
所
に
渇
望
を
本
質
と
す
る
ケ
レ
ス

（
デ
メ
テ
ル
）
が
い
る
、
そ
れ
は
一
切
の
現
実
的
な
、
顕
現
的
な
存
在
の
第
一
の
、
最
も
遠
い
端
初
で
あ
る
。
次

に
す
べ
て
の
可
視
的
な
自
然
の
本
質
も
し
く
は
根
拠
で
あ
る
ペ
ル
セ
ポ
ネ
と
、
幽
冥
界
の
主
な
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ

ス
。
そ
し
て
自
然
と
幽
冥
界
と
の
上
に
両
者
を
相
互
に
且
つ
超
世
界
的
な
も
の
と
媒
介
す
る
カ
ス
ミ
ロ
ス
或
い
は

ヘ
ル
メ
ス
。
そ
し
て
そ
の
す
べ
て
の
上
に
世
界
に
対
し
て
自
由
な
る
神
、
造
物
者
。
カ
ベ
イ
ロ
イ
の
教
説
は
か
く

の
如
く
下
位
の
自
然
神
か
ら
彼
等
を
支
配
す
る
超
世
界
的
な
神
へ
上
昇
す
る
体
系
を
形
作
っ
て
い
る
。
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＊
　A

ristoteles, M
etaphysica, 982 b.

＊
＊
　Schelling, U

eber die G
ottheiten von Sam

othrace, Säm
m

tliche W
erke, I 8.

い
ま
我
々
に
関
係
が
あ
る
の
は
、
サ
モ
ト
ラ
ケ
の
神
々
に
つ
い
て
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
右
の
解
釈
が
文
献
学
的
に

見
て
正
し
い
か
ど
う
か
で
な
く
、
そ
の
哲
学
的
内
容
で
あ
る
。
先
ず
シ
ェ
リ
ン
グ
が
古
代
の
神
話
の
説
明
に
と
っ

て
「
流
出
」
の
観
念
は
適
合
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
流
出
の
観
念
と
創
造
の
観

念
と
は
相
容
れ
な
い
。
流
出
論
は
ひ
と
つ
の
雄
大
な
形
而
上
学
的
形
像
で
は
あ
る
が
、
結
局
は
内
在
論
で
あ
る
。

次
に
「
第
一
の
自
然
」、
創
造
の
最
初
の
根
拠
を
憧
憬
も
し
く
は
渇
望
と
見
る
宇
宙
開
闢
論 K

osm
ogonie 

は
、

極
め
て
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
、
興
味
深
い
思
想
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
創
造
の
根
柢
に
は
大
い
な
る
パ
ト
ス

が
あ
る
。
し
か
も
こ
の
パ
ト
ス
は
光
を
待
つ
夜
、
存
在
も
し
く
は
本
質
へ
の
飢
餓 der H

unger nach W
esen 

で

あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
パ
ト
ス
と
し
て
自
身
は
無
限
定
で
あ
り
な
が
ら
限
定
に
対
す
る
堪
え
難
い
要
求

を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
の
な
い
パ
ト
ス
は
魔
術
と
し
て
形
を
と
る
。
魔
術
の
力
に
よ
っ

て
す
べ
て
の
も
の
は
現
実
と
形
成
と
に
持
ち
来
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
単
な
る
パ
ト
ス
は
魔
術
で
な
く
、
パ
ト
ス

が
魔
術
と
な
る
に
は
ロ
ゴ
ス
が
、
イ
デ
ア
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
魔
術
は
技
術
の
如
き
も
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
ヘ
ル
メ
ス
は
来
る
べ
き
神
を
宣
べ
伝
え
る
。
こ
の
神
は
最
高
の
神
ゼ
ウ
ス
で
あ
り
、
超
世
界
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的
な
神
と
し
て
世
界
を
造
る
者
で
あ
る
。
彼
に
先
立
つ
神
々
は
全
体
と
し
て
ヘ
パ
イ
ス
ト
ス
即
ち
ゼ
ウ
ス
の
子
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
世
界
の
形
成
は
ロ
ゴ
ス
的
・
パ
ト
ス
的
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
自
体

は
超
世
界
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
世
界
的
な
も
の
と
し
て
は
ロ
ゴ
ス
は
パ
ト
ス
と
結
び
附
き
魔
術
と
し
て
形
成
的

に
働
く
と
い
う
よ
う
に
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
か
の
第
一
の
自
然
、
創
造
の
根
拠
で
あ
る
と

こ
ろ
の
憧
憬
は
、
或
る
意
味
で
は
造
物
者
と
一
つ
で
あ
り
、
か
く
し
て
ま
た
或
る
超
越
的
意
味
を
有
す
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
人
間
的
自
由
の
本
質
に
つ
い
て
の
論
文
の
中
で
述
べ
た
よ
う
な
「
神
に

お
け
る
自
然
」die N

atur in G
ott 

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
も
の
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
依
れ
ば
神
か

ら
分
離
さ
れ
な
い
で
し
か
も
神
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
、
彼
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
。
神
は
彼
の
存
在
の
内
的
根

拠
を
自
己
の
う
ち
に
有
し
、
根
拠
は
存
在
す
る
限
り
に
お
け
る
神
に
先
行
す
る
、
し
か
し
ま
た
根
拠
は
神
が
現
実

的
に
存
在
し
な
い
な
ら
ば
存
し
得
な
い
故
に
、
神
は
根
拠
よ
り
も
先
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
先
ず
内
在
の

概
念
は
推
し
退
け
ら
れ
る
。
生
成
の
概
念
は
物
の
本
性
に
適
合
し
た
唯
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
物
は
神
と
は
無
限

に
異
な
る
故
に
、
物
は
絶
対
的
に
見
ら
れ
た
神
の
う
ち
に
生
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
神
か
ら
分
た
れ
て
い
る

た
め
に
は
、
物
は
神
と
は
異
な
る
根
拠
の
う
ち
に
生
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
何
物
も
神
の
外
に
あ
り

得
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
矛
盾
は
た
だ
、
物
は
そ
の
根
拠
を
神
自
身
に
お
い
て
彼
自
身
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
即
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ち
彼
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
う
ち
に
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
。
こ
の

根
拠
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
こ
で
も
ま
さ
に
憧
憬
と
称
し
て
い
る
。＊

神
の
存
在
と
彼
の
存
在
の
根
拠
と
は
区
別
さ
れ

な
が
ら
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
超
越
は
同
時
に
内
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
と
絶
対
的
な
パ
ト

ス
と
は
直
ち
に
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
の
な
い
パ
ト
ス
は
魔
術
と
し
て
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
形

成
的
と
な
る
。
も
し
魔
術
に
も
何
等
か
の
論
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
構
想
力
の
論
理
の
如
き
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
世
界
は
単
な
る
魔
術
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
世
界
は
技
術
的

に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
魔
術
と
技
術
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
世
界
の
形
成
に
関
す
る

神
話
的
形
像
の
限
界
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
や
が
て
究
明
さ
れ
る
如
く
技
術
そ
の
も
の
の
う
ち
に
は
構
想
力
の

論
理
が
あ
る
。

＊
　Schelling, Philosophische U

ntersuchungen über das W
esen der m

enschlichen Freiheit und die dam
it 

zusam
m

enhängenden G
egenstände, Säm

m
tliche W

erke. I 7 SS, 358, 359.

八
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す
で
に
述
べ
た
如
く
歴
史
は
創
造
と
し
て
も
伝
承
と
し
て
も
神
話
を
含
ん
で
い
る
。
創
造
と
伝
承
或
は
伝
統
と

は
結
び
附
い
た
も
の
で
あ
る
。
伝
承
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
創
造
で
あ
り
、
創
造
そ
の
も
の
も
伝
統
な
し
に
は
不

可
能
で
あ
る
。
文
化
と
神
話
と
の
深
い
つ
な
が
り
は
、
創
造
の
根
柢
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
自
然
が
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
こ
ろ
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
神
話
な
し
に
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
そ
の
健
康
な
創
造
的
な
自
然
力
を

失
う
。
神
話
を
も
っ
て
囲
ま
れ
た
地
平
が
初
め
て
ひ
と
つ
の
全
体
の
文
化
の
運
動
を
統
一
に
纏
め
上
げ
る
」、
と

ニ
ー
チ
ェ
は
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
中
で
書
い
て
い
る
。
文
化
の
創
造
の
根
柢
に
は
パ
ト
ス
的
な
も
の
が
あ
る
。
も

と
よ
り
単
な
る
パ
ト
ス
か
ら
は
文
化
は
生
じ
な
い
。
創
造
の
パ
ト
ス
は
憧
憬
、
本
質
へ
の
飢
餓
、
即
ち
イ
デ
ア
に

対
す
る
エ
ロ
ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
神
話
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
神
話
は
単

に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
な
く
て
イ
デ
ア
的
な
も
の
に
関
係
附
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
デ
ア
を
含
む
も
の
と
し

て
初
め
て
神
話
は
ひ
と
つ
の
全
体
の
文
化
の
運
動
を
統
一
に
纏
め
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
リ
ー
ベ
ル
ト
は
、
歴

史
的
な
も
の
は
超
歴
史
的
な
も
の
、
形
而
上
学
的
な
も
の
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
歴
史
的
な
も
の
に
な

る
と
云
い
、
神
話
の
根
源
を
超
越
的
意
味
へ
の
生
の
転
向
の
う
ち
に
求
め
、
そ
こ
か
ら
文
化
に
対
す
る
神
話
の
一

般
的
意
義
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。＊

神
話
の
本
質
は
、
彼
の
云
う
よ
う
に
、
絶
対
者
を
神
話
化
す
る
こ
と
に

あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
絶
対
者
が
神
話
の
前
提
を
与
え
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
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こ
の
絶
対
者
が
彼
の
考
え
る
よ
う
に
超
越
的
意
味
、
イ
デ
ア
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
如
何
に
し

て
神
話
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
神
話
は
イ
デ
か
ら
で
な
く
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
イ

マ
ー
ジ
ュ
は
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
統
一
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
イ
デ
の
影
で
あ
る
の
で

な
く
、
却
っ
て
イ
デ
よ
り
も
よ
り
高
き
も
の
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
神
話
は
彼
が
そ
の

イ
デ
ア
説
を
超
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
起
原
を
有
し
て
い
る
。

＊
　A

rthur Liebert, M
ythus und K

ultur. 1925.

「
プ
ラ
ト
ン
の
神
話
は
霊
魂
の
神
話
で
あ
る
、
即
ち
内
的
な
、
も
は
や
外
的
で
な
い
或
い
は
分
割
さ
れ
な
い
世

界
の
神
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
た
め
に
形
像
に
乏
し
い
が
、
し
か
も
如
何
な
る
霊
魂
の
教
説
乃
至
理
論
も
透
明

な
衣
で
包
ま
れ
て
い
な
い
、
霊
魂
そ
の
も
の
と
そ
の
自
己
運
動
と
が
そ
れ
の
根
源
で
あ
り
、
内
的
世
界
に
お
け
る

そ
の
自
己
形
成
、
か
く
し
て
内
的
世
界
に
よ
っ
て
無
霊
魂
に
な
っ
た
外
的
世
界
を
再
び
貫
徹
す
る
こ
と
が
そ
れ
の

目
的
で
あ
る
」、
と
カ
ー
ル
・
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
書
い
て
い
る
。＊

プ
ラ
ト
ン
の
描
い
た
神
話
の
内
容
は
も
と
よ
り

霊
魂
に
の
み
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
社
会
、
更
に
世
界
の
全
体
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
神
話
も
彼
に
お
い

て
は
究
極
は
霊
魂
の
神
話
に
つ
な
が
り
、
こ
の
も
の
に
お
い
て
い
わ
ば
頂
点
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

＊
　K

arl R
einhardt, Platons M

ythen, 1927, S. 26.
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プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
神
話
を
独
立
の
主
題
と
し
て
残
り
な
く
取
扱
う
こ
と
は
我
々
の
目
的
で
な
い
。
こ
こ
で
は

我
々
の
論
述
の
聯
関
に
お
い
て
た
だ
次
の
諸
点
を
簡
単
に
指
摘
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
一
。
神
話
は
プ
ラ
ト
ン
に

お
い
て
先
ず
生
成
の
問
題
に
関
係
し
て
い
る
。
生
成 gevnesiV 

を
有
す
る
も
の
は
理
性
的
思
惟
の
対
象
と
な
る
こ

と
が
で
き
ぬ
。
純
粋
な
思
惟
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
恒
に
同
一
に
と
ど
ま
る
も
の
、
永
遠
な
る
イ
デ
ア
の
み

で
あ
る
。
造
物
者 dhmiourgovV 

は
こ
の
イ
デ
ア
を
範
型
と
し
て
宇
宙
或
い
は
世
界
を
形
作
り
、
世
界
は
永
遠
な

る
も
の
の
模
写
も
し
く
は
形
像 eijkw

vn 

で
あ
る
。
か
よ
う
な
世
界
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の eijkw

vn 

で
あ
る
と
こ

ろ
の mu:qoV 

（
神
話
）
と
内
的
な
親
縁
性
を
含
ん
で
い
る
。＊

世
界
は
生
成
を
有
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
錯
動
原
因

で
あ
る
空
間 cw

vra 

或
は
根
本
物
質
を
前
提
す
る
。
即
ち
イ
デ
ア
を
原
因
と
す
る
の
み
で
な
く
ま
た
空
間
を
原
因

と
す
る
世
界
の
生
成
は
必
然
的
に
神
話
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
イ
デ
ア
的
で
な
く
同
時
に
空
間
的
或
い
は

物
質
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
世
界
は
単
な
る
理
性
の
論
理
に
従
っ
て
生
成
す
る
の
で
な
い
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
生
成
は
運
動
で
あ
り
、
運
働
は
時
間
的
で
あ
る
。
時
間
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
プ
ラ
ト
ン
に
依
れ
ば
、

時
間
は
永
遠
の eijkw

vn 

で
あ
り
、
統
一
に
お
い
て
と
ど
ま
る
永
遠
の
、
数
に
従
っ
て
進
行
す
る
模
像
が
時
間
で

あ
る＊
＊。
か
く
て eijkw

vn 

で
あ
る
と
こ
ろ
の
時
間
は
ま
た
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
て
ミ
ュ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ

る
と
云
っ
て
好
い
で
あ
ろ
う
。
―
―
二
。
世
界
の
生
成
は
善
に
向
っ
て
お
り
、
ま
た
善
に
向
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
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プ
ラ
ト
ン
は
考
え
た
。
善
は
内
在
的
性
質
を
具
え
て
い
る
、
そ
の
点
に
お
い
て
善
と
イ
デ
ア
と
は
区
別
さ
れ
る
。

イ
デ
ア
は
超
越
的
で
あ
り
、
有
機
体
を
作
り
そ
し
て
育
て
る
生
命
力
と
は
直
接
に
関
係
を
有
し
な
い
に
反
し
、
善

は
内
在
的
で
あ
り
、
す
べ
て
の
経
験
的
な
も
の
は
い
わ
ば
自
己
に
生
具
す
る
善
、
そ
の
増
進
に
よ
っ
て
そ
の
も
の

が
維
持
さ
れ
る
も
の
を
有
し
て
い
る
。
生
成
し
た
も
の
は
プ
ラ
ト
ン
に
従
え
ば
混
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
存
在
す
る
の
は
善
の
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
善
と
は
対
象
の
側
に
お
い
て
も
主
観

の
側
に
お
い
て
も
真
実
の
あ
る
べ
き
存
在
を
意
味
し
、
か
く
し
て
主
観
と
客
観
と
の
間
の
必
然
的
な
親
和
を
作
り

出
す
も
の
が
善
で
あ
る
。
イ
デ
ア
が
主
観
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
に
反
し
、
主
観
に
初
め
て
真
実
の
存
在
を
与

え
る
の
は
善
で
あ
る
。
し
か
し
善
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
と
客
観
と
の
親
和
を
媒
介
す
る
も
の
、

例
え
ば
認
識
と
た
だ
そ
れ
に
対
応
す
る
存
在
と
を
互
い
に
関
係
さ
せ
る
媒
介
者
が
善
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
綜
合

作
用
の
意
味
に
お
い
て
善
の
本
性
は
生
産
的
で
あ
り
、
善
の
み
が
創
造
的
で
あ
る
。
も
と
よ
り
善
が
単
に
内
在
的

な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
か
の
善
の
イ
デ
ア
の
思
想
が
示
し
て
い
る
。
善
は
種
々
の
形
態
に
お
い
て
経
験
の
世
界

に
住
む
と
同
じ
く
イ
デ
ア
の
世
界
に
棲
み
得
る
の
み
で
な
く
、
元
来
そ
こ
に
自
己
の
故
郷
を
も
っ
て
い
る
。
経
験

の
世
界
に
内
在
す
る
善
を
超
え
て
善
の
純
粋
な
、
自
体
に
お
け
る
存
在
が
イ
デ
ア
の
世
界
に
お
い
て
存
す
る
。
こ

の
世
界
に
お
い
て
も
善
の
機
能
は
前
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
っ
て
、
純
粋
な
理
性
と
そ
の
対
象
即
ち
イ
デ
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ア
と
の
間
の
親
和
を
表
現
す
る
も
の
が
善
自
体
、
善
の
イ
デ
ア
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
恰
も
知
覚
の
世
界
に
お
い
て

太
陽
が
見
る
眼
と
見
ら
れ
る
対
象
と
に
対
し
て
、
両
者
は
共
に
太
陽
に
よ
っ
て
太
陽
的 sonnenhaft 

に
作
ら
れ
、

生
産
的
に
働
く
如
く
、
純
粋
な
理
性
と
純
粋
な
イ
デ
ア
と
は
、
第
三
の
一
層
高
き
も
の
の
力
に
依
っ
て
、
理
性
は

純
粋
に
思
惟
す
る
能
力
を
、
イ
デ
ア
は
純
粋
に
思
惟
さ
れ
る
能
力
を
有
す
る
よ
う
な
相
互
の
関
係
に
置
か
れ
る
。

こ
の
親
和
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
二
元
的
な
乖
離
を
克
服
す
る
綜
合
的
な
、
生
産
的
な
力
を
与
え
る
も
の
が
善
で

あ
る
。
理
念
的
な
領
域
に
お
け
る
善
は
眼
に
見
ゆ
る
世
界
に
お
け
る
太
陽
の
如
き
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
か

く
て
善
は
可
視
的
な
経
験
の
世
界
と
叡
智
的
な
イ
デ
ア
の
世
界
と
を
包
括
す
る
意
味
を
有
し
、
内
在
的
に
し
て
超

越
的
で
あ
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
善
の
イ
デ
ア
は
イ
デ
ア
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
、
善
の
概
念
に
よ
っ
て
イ

デ
ア
の
単
な
る
超
越
は
破
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る＊
＊
＊。

―
―
三
。
と
こ
ろ
で
プ
ラ
ト
ン
は
ま
た
霊
魂
を
も
っ
て
生
成

の
原
因
と
見
做
し
て
い
る
＊
＊
＊
＊。

霊
魂
は
自
己
運
動
を
な
す
も
の
と
し
て
運
動
の
始
元
で
あ
り
、
一
切
の
生
成
す
る
も

の
は
こ
の
始
元
か
ら
生
成
す
る
。
霊
魂
の
本
質
は
イ
デ
ア
と
現
象
と
の
間
の
媒
介
者
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
生
成

す
る
も
の
は
イ
デ
ア
へ
の
分
与
に
よ
っ
て
永
遠
な
る
も
の
の
模
像
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
与
は
生
成
に
お

け
る
運
動
の
原
因
を
な
す
霊
魂
の
有
す
る
イ
デ
ア
へ
の
相
似 oJmoivw

siV 

或
は
模
倣 mivmhsiV 

の
活
動
を
意
味
し

て
い
る
。自
己
運
動
を
な
す
も
の
と
し
て
物
体
か
ら
区
別
さ
れ
る
霊
魂
は
ま
た
イ
デ
ア
に
親
縁
的
な
も
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
か
よ
う
な
相
似
或
は
模
倣
へ
の
傾
向
性
が
エ
ロ
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
霊
魂
が
生
成
の
原
因
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
生
成
は
希
求
す
る
も
の
、
愛
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
存
在
（
イ
デ
ア
）
は
希
求
さ
れ
る
も
の
、

愛
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。し
か
る
に
生
成
が
美
し
き
秩
序
を
有
す
る
世
界
の
生
成
即
ち
善
へ
の
生
成
で
あ
る
限
り
、

そ
の
運
動
の
原
因
で
あ
る
霊
魂
は
善
の
性
質
を
具
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ラ
ト
ン
の
世
界
の
創
造
と

人
間
の
生
成
と
の
神
話
に
お
け
る
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
は
最
善
の
霊
魂
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　Tim

aios, 29 bc.

＊
＊
　Tim

aios, 37 d.

＊
＊
＊
　
エ
ル
ン
ス
ト
・
ホ
フ
マ
ン
「
プ
ラ
ト
ン
の
教
説
に
於
け
る
善
の
は
た
ら
き
」（『
思
想
』
大
正
十
二
年
十
二
月
号
）

参
照
。【
三
木
清
研
究
資
料
集
成 

第
２
巻
（
ク
レ
ス
出
版, 2018.10

）
収
録
】

＊
＊
＊
＊
　Phaidros, 245 c

―246 a; N
om

oi, 891 e

―892 a etc.

か
く
し
て
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
神
話
の
所
在
が
限
界
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
般
に
生
成
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
に

認
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
イ
デ
ア
の
単
な
る
独
在
と
超
越
と
が
破
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
見
え
る
と
こ
ろ
に
現

れ
る
。
生
成
は
イ
デ
ア
の
み
で
な
く
ま
た
空
間
を
原
因
と
し
、
生
成
に
お
け
る
運
動
の
原
因
は
霊
魂
で
あ
り
、
か

か
る
生
成
は
も
と
善
へ
の
生
成
で
あ
っ
て
、
善
は
単
に
超
越
的
で
な
く
ま
た
内
在
的
で
あ
る
、
善
な
る
霊
魂
は
エ
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ロ
ス
的
で
あ
り
、
生
成
は
希
求
も
し
く
は
愛
を
意
味
し
て
い
る
。
神
話
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
生
成
の
、
特
に
霊

魂
の
、
そ
し
て
エ
ロ
ス
の
神
話
で
あ
る
。
尤
も
プ
ラ
ト
ン
は
イ
デ
ア
の
先
在
と
超
越
と
を
抛
棄
し
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
。
従
っ
て
彼
は
世
界
を
イ
デ
ア
の eijkw

vn 

（G
leichnis

）
―
―
こ
の
語
は
先
ず
修
辞
学
的
及
び
文
法
的
意

味
を
有
し
、
次
に
新
プ
ラ
ト
ン
学
派
に
お
い
て
形
而
上
学
的
意
味
を
有
す
る
に
至
っ
た
―
―
と
考
え
た
が
、
そ
れ

は
彼
に
お
い
て
な
お
真
の
象
徴
の
意
味
（
我
々
は
こ
れ
を
象
徴
さ
れ
る
も
の
な
く
し
て
象
徴
す
る
も
の
と
い
う
意

味
に
解
す
る
）
を
有
せ
ず
、
イ
デ
ア
の
模
倣
の
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
イ
デ
ア
の
先
在
が
信
じ
ら
れ

て
い
る
場
合
、
構
想
力
は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
問
題
と
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
プ
ラ
ト
ン
は
イ
デ
ア
の
認
識
に
関
し

て
想
起 ajnavmnhsiV 

の
説
を
述
べ
た
。
想
起
は
構
想
力
の
一
種
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
認
識

想
起
説
も
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
イ
デ
ア
の
先
在
説
に
重
心
を
有
す
る
が
、
そ
れ
自
身
神
話
の
性
質
を
帯
び
て
い

る
。
も
と
よ
り
イ
デ
ア
の
先
在
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
限
り
想
起
の
作
用
に
は
何
等
の
創
造
性
も
認
め
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
ア
ナ
ム
ネ
シ
ス
と
イ
デ
ア
と
の
関
係
が
一
層
内
面
的
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

す
る
な
ら
ば
、
ま
た
生
成
は
エ
ロ
ス
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
い
わ
ば
実
証
的
に
確
か
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
こ
に
必
然
的
に
構
想
力
と
そ
の
論
理
の
問
題
が
生
じ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
構
想
力

の
論
理
の
問
題
は
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
つ
い
て
云
え
ば
、
先
ず
存
在
論
的
に
は
、
生
成
の
問
題
に
関
し
て
、
混
合
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の
論
理
―
―
生
成
し
た
も
の
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
依
れ
ば
形
相
と
空
間
と
か
ら
成
る
も
の
で
あ
り
、『
フ
ィ

レ
ボ
ス
』
に
依
れ
ば
無
限
定
と
限
定
と
か
ら
成
る
も
の
で
あ
っ
て
、
混
合
さ
れ
た
も
の to; miktovn 

で
あ
る
―
―

の
問
題
で
あ
る
、
次
に
そ
れ
は
認
識
論
的
に
は
、
想
起
の
論
理
の
問
題
で
あ
る
、
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
混
合

の
論
理
や
想
起
の
論
理
は
た
だ
構
想
力
の
論
理
と
し
て
発
展
さ
せ
ら
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
る
に
プ
ラ
ト
ン
の
想
起
の
説
に
お
い
て
す
で
に
構
想
力
の
論
理
の
問
題
の
端
緒
を
見
出
し
得
る
と
す
る
者

は
、
後
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
記
憶 m

em
oria 

の
説
が
こ
の
問
題
に
対
し
て
一
層

重
要
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
記
憶
は
古
く
か
ら
構
想
力
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

の
も
の
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
依
れ
ば
、
記
憶
は
先
ず
感
覚
的
事
物
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
無
数
の
形
像 

im
agines 

の
宝
庫
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
感
官
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
或
い
は
増
加
し
或
い
は
減
少
し
或
い
は

他
の
何
等
か
の
仕
方
で
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
が
思
惟
を
も
っ
て
加
工
し
た
も
の
も
保
存
さ
れ
て
い
る
。

記
憶
に
入
る
の
は
物
そ
の
も
の
で
な
く
て
物
の
形
像
で
あ
り
、
そ
れ
は
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
惟
の
用
に

供
せ
ら
れ
る
。
ま
た
記
憶
に
お
い
て
私
は
私
自
身
に
出
会
う
。
私
は
私
が
何
を
、
何
処
で
、
何
時
な
し
た
か
、
そ

し
て
そ
の
際
如
何
な
る
感
情
を
も
っ
た
か
を
想
起
す
る
。
自
分
の
経
験
に
よ
っ
て
得
た
に
せ
よ
他
人
を
信
じ
る
こ

と
に
よ
っ
て
得
た
に
せ
よ
、
私
が
想
起
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
記
憶
の
う
ち
に
存
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て
私
は
今
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日
の
も
の
を
過
去
の
も
の
と
結
合
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
私
の
未
来
の
行
為
並
び
に
そ
の
希
望
す
る
結
果
が
ま
た

現
在
す
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
。
こ
れ
ら
一
切
は
記
憶
に
お
い
て
現
在 praesentia 

で
あ
る
。＊

記
憶
に
入
る
の
は

物
の
形
像
の
み
で
な
く
、
物
そ
の
も
の
も
ま
た
記
憶
に
入
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
が
問
の
三
つ
の
種
類
、
即
ち
、

そ
れ
は
存
在
す
る
か
、
何
で
あ
る
か
、
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
（an sit, quid sit, quale sit

）
と
い
う

こ
と
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
聴
く
と
き
、
私
は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
構
成
す
る
音
声
の
形
像
を
、
そ
の
音
響
は
風

に
消
え
て
も
は
や
存
在
し
な
い
に
拘
ら
ず
、
保
持
す
る
。
し
か
し
そ
の
音
声
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
も
の
は
、
私
は

こ
れ
を
何
等
か
の
感
官
を
通
じ
て
捉
え
た
の
で
は
な
い
、
従
っ
て
こ
の
場
合
形
像
で
な
く
物
そ
の
も
の
が
私
の
記

憶
の
う
ち
に
蔵
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
私
が
そ
れ
を
学
ん
だ
と
き
、
私
は
単
に
他
人
を
信
じ
た
の
で
な
く
、
私
は
そ

れ
を
私
の
心
に
お
い
て
認
め
、
そ
の
真
理
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
私
が
そ
れ
を
学
ぶ
前
に
も
私

の
心
の
う
ち
に
存
在
し
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
我
々
が
そ
れ
を
想
起
す
る

の
で
な
け
れ
ば
我
々
は
そ
れ
を
認
識
し
な
い
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
的
思
想
を
述
べ
て
い
る＊
＊。

そ
れ
は
我
々
の
眼
か
ら

消
え
て
い
た
に
し
て
も
、
我
々
の
記
憶
の
う
ち
に
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
は
こ
こ

に
主
体
的
な
基
礎
附
け
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
私
の
記
憶
は
右
の
如
き
事
物
の
ほ
か
数
の
諸
関
係
や
諸

法
則
の
如
き
も
の
を
含
む
の
み
で
な
く
、
ま
た
特
に
、
私
は
私
の
想
起
を
想
起
す
る m

em
inisse m

e m
em

ini 

の
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で
あ
る
。
私
が
今
そ
れ
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
後
に
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
想
起
も
私
は

こ
れ
を
私
の
記
憶
に
負
う
て
い
る
。
記
憶
は
更
に
私
の
感
情 affectiones 

を
も
包
む
。
し
か
も
、
私
は
私
の
嘗
て

の
喜
び
を
喜
ぶ
こ
と
な
し
に
想
い
起
し
、
私
の
過
去
の
悲
し
み
を
悲
し
み
な
し
に
想
い
起
し
、
昔
の
恐
怖
を
恐
怖

な
し
に
想
い
起
し
、
ま
た
以
前
の
欲
望
を
欲
望
な
し
に
想
い
起
す
。
こ
の
場
合
記
憶
に
入
っ
て
い
る
の
は
物
そ
の

も
の
で
な
く
、
物
の
形
像
で
も
な
く
、
物
の
観
念
も
し
く
は
記
号 notiones Vel notationes 

で
あ
る
。
更
に
神
で

す
ら
私
は
私
の
記
憶
の
外
の
何
処
に
お
い
て
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。「
私
が
汝
を
記
憶
し
て
い
る
の
で
な
け

れ
ば
、
如
何
に
し
て
私
は
汝
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
か
」et quom

odo iam
 inveniam

 te, si m
em

or non sum
 tui? 

と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
書
い
て
い
る
。

＊
　A

ugustinus, C
onfessiones, X

 8.

＊
＊
　Ibid., X

 18.

か
よ
う
に
記
憶
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
む
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
考
え
た
。
私
が
記
憶
と
云
い
、
そ
し
て
私

の
云
う
と
こ
ろ
の
も
の
を
理
解
す
る
と
き
、
私
は
そ
れ
を
記
憶
の
ほ
か
何
処
に
お
い
て
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
私
が
忘
却
に
つ
い
て
語
り
、
そ
し
て
私
の
語
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
知
る
と
き
、
私
は
そ
れ
を
想
起
し
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
、
如
何
に
し
て
そ
の
事
柄
を
知
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
が
記
憶
を
想
起
す
る
場
合
、
記
憶
そ
の
も
の
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は
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
己
に
現
在
的
で
あ
る
。
私
が
忘
却
を
想
う
場
合
、
記
憶
と
忘
却
と
の
両
者
が
現
在
的
で

あ
る
、
即
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
想
起
す
る
記
憶
と
そ
れ
に
つ
い
て
私
が
想
起
す
る
忘
却
と
が
共
に
現
在
的
で
あ

る
。＊

忘
却
と
は
記
憶
の
欠
乏
以
外
の
も
の
で
な
い
。
か
く
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
従
え
ば
、
記
憶
と
は
現
在

で
あ
る
。
記
憶
そ
の
も
の
は
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
己
に
現
在
的
で
あ
り
、
忘
却
も
記
憶
に
よ
っ
て
現
在
的
に
な

る
。
過
去
も
未
来
も
記
憶
に
お
い
て
現
在
的
で
あ
る
。
記
憶
の
現
在
は
、
過
去
現
在
未
来
と
継
起
す
る
と
考
え
ら

れ
る
現
在
の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
現
在
が
そ
れ
に
お
い
て
過
去
及
び
未
来
と
同
時
存
在
的
で
あ
る
よ
う
な

現
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
構
想
力
の
概
念
と
時
間
の
概
念
と
は
密
接
な
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場

合
時
間
の
問
題
は
単
に
直
線
的
に
経
過
す
る
時
間
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
い

う
記
憶
は
か
く
の
如
き
時
間
を
超
え
た
現
在
で
あ
る
。
す
で
に
未
開
人
の
神
話
に
お
い
て
歴
史
的
存
在
と
し
て
の

祖
先
か
ら
区
別
さ
れ
る
神
話
的
存
在
と
し
て
の
祖
先
は
か
く
の
如
き
記
憶
に
お
い
て
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ

う
。
記
憶
の
現
在
は
永
遠
に
ほ
か
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
が
特
に
記
憶
と
結
び
附
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
そ

れ
は
ま
た
時
間
と
の
内
的
な
関
係
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
は
何
等
か
の
永
遠
は

考
え
得
る
に
し
て
も
時
間
は
考
え
ら
れ
ず
、
或
い
は
外
面
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
ほ
か
な
い
。
時
間
の
問

題
は
何
よ
り
も
構
想
力
の
問
題
で
あ
り
、
構
想
力
の
問
題
は
根
本
に
お
い
て
時
間
の
問
題
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
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で
き
る
。
し
か
も
構
想
力
の
論
理
は
時
間
を
単
に
時
間
と
し
て
考
え
る
の
で
な
く
、
時
間
を
同
時
に
永
遠
と
の
関

係
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
云
っ
た
よ
う
に
、
時
間
は
永
遠
の
形
像 eijkw

vn 

も

し
く
は
象
徴
で
あ
る
。
象
徴
の
真
の
意
味
は
象
徴
さ
れ
る
も
の
な
く
し
て
象
徴
す
る
こ
と
で
あ
り
、
時
間
は
そ
の

ま
ま
永
遠
の
象
徴
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
時
間
を
離
れ
て
別
に
そ
こ
に
象
徴
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
永
遠
が
あ
る

の
で
は
な
い
。
永
遠
は
自
ら
は
無
に
し
て
時
間
に
お
い
て
現
れ
る
、
或
い
は
逆
に
、
時
間
は
自
ら
は
無
に
し
て
永

遠
を
象
徴
す
る
。
か
よ
う
な
時
間
と
そ
し
て
永
遠
と
に
関
係
附
け
ら
れ
る
構
想
力
は
単
に
記
憶
―
―
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
の
記
憶
の
説
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
前
提
と
結
び
附
い
て
い
る
―
―
と
し
て
は
規
定
さ
れ
得
ず
、
む
し
ろ
記

憶
は
根
源
的
な
構
想
力
の
有
限
な
も
の
に
お
け
る
象
徴
と
見
ら
れ
ね
は
な
ら
ぬ
。

＊
　C

onfessiones, X
 15, 16.

す
で
に
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
間
は
或
る
神
話
的
な
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
云

っ
た
如
く
、「
時
間
は
―
―
神
話
中
の
神
話
、
神
話
の
無
限
定
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
的
な
も
の
は
時

間
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
神
話
と
歴
史
と
の
根
本
的
な
関
係
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
神
話
的

時
間
は
物
理
的
時
間
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
神
話
の
出
来
事
は
時
間
の
外
に
お
い
て
、
言
い
換
え
る
と
、
時
間
の

全
体
の
拡
が
り
に
お
い
て
、
或
い
は
む
し
ろ
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
時
間
が
共
に
同
時
存
在
的
に
結
び
附
け
ら
れ
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る
と
こ
ろ
の
全
体
の
時
間
を
包
む
も
の
の
う
ち
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
神
話
は
こ
の
よ
う
な
永

遠
を
年
代
的
系
列
に
位
置
附
け
る
努
力
を
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
神
話
も
起
原
の
神
話 

m
ythes d’orgine 

で
あ
る
か
終
末
論
的
神
話 m

ythes eschatologiques 

で
あ
る
。「
そ
れ
が
事
物
の
起
原
も
し
く

は
終
末
を
説
明
す
る
の
は
、
か
よ
う
な
こ
と
が
本
質
的
に
神
話
の
機
能
で
あ
る
の
に
依
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
神

話
が
時
間
の
う
ち
に
あ
る
の
に
依
る
の
で
あ
る
」＊

。
普
通
に
時
間
は
継
起
的
な
同
質
的
な
持
続
と
し
て
表
象
さ
れ
、

点
と
間
隔
の
観
念
が
暦
を
構
成
し
て
い
る
。し
か
る
に
神
話
的
時
間
に
と
っ
て
は
暦
は
時
間
を
測
る
も
の
で
な
く
、

む
し
ろ
時
間
を
リ
ズ
ム
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
呪
術
や
宗
教
に
と
っ
て
、
時
間
の
継
起
的
な
諸
部
分
は
同
質
的
で

な
く
、
大
い
さ
に
お
い
て
同
等
に
見
え
る
諸
部
分
も
必
ず
し
も
同
等
で
な
く
、
同
価
値
で
も
な
い
、
同
じ
と
見
做

さ
れ
る
諸
部
分
が
同
等
で
同
価
値
で
あ
る
の
は
、
暦
に
お
け
る
そ
の
位
置
に
依
る
の
で
あ
る
、
と
ユ
ベ
ー
ル
と
モ

ー
ス
は
云
っ
て
い
る
。
神
話
の
出
来
事
の
起
る
時
間
は
か
よ
う
に
し
て
非
連
続
的
で
あ
る
、
そ
の
進
行
の
う
ち
に

は
突
変
が
あ
る
。
時
間
の
連
続
は
危
機
的
時
期 dates critiques 

に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
神
話
は
危

機
意
識
の
産
物
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う＊
＊。
危
機
的
時
期
を
構
成
す
る
時
間
は
そ
れ
に
先
立
つ
或
い
は
そ
れ

に
継
続
す
る
如
何
な
る
時
間
と
も
異
な
り
、
且
つ
危
機
的
時
期
に
よ
っ
て
分
た
れ
た
持
続
は
相
互
に
異
な
っ
て
い

る
。
他
方
、
二
つ
の
連
結
さ
れ
た
危
機
的
時
期
の
間
に
含
ま
れ
る
諸
中
間
時
は
、
各
々
、
連
続
的
で
分
割
さ
れ
な
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い
。
言
い
換
え
る
と
、
具
体
的
な
持
続
の
長
さ
は
そ
れ
に
相
応
す
る
時
代 période 

の
そ
れ
に
完
全
に
同
化
さ
れ

る
。
む
し
ろ
ペ
リ
オ
ー
ド
の
概
念
そ
の
も
の
が
危
機
的
時
期
と
そ
の
中
間
時
と
の
完
全
な
同
化
に
よ
っ
て
、
従
っ

て
中
間
時
と
瞬
間
と
が
相
互
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
故
に
ま
た
時
間
的
即
空
間
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
神
話
的
時
間
は
量
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
性
質
的
に
区
別
さ
れ
る
ペ
リ
オ
ー
ド
に

お
い
て
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
神
話
的
時
間
は
物
理
的
時
間
と
は
異
な
る
歴
史
的
時
間
を
現
し
、
そ
こ
に
歴
史
と

神
話
と
の
根
本
的
な
聯
関
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　H

. H
ubert et M

. M
auss, Étude som

m
aire de la représentation du tem

ps dans la religion et la m
agie 

(M
élanges d’histoire des religions, D

euxièm
e édition 1929).

＊
＊
　
拙
稿
「
危
機
意
識
の
哲
学
的
解
明
」（『
危
機
に
於
け
る
人
間
の
立
場
』）〔
全
集
第
五
巻
収
録
〕
参
照
。

九

神
話
が
想
像
も
し
く
は
構
想
力
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
多
数
の
学
者
に
よ
っ
て
一
致
し
て
認
め
ら
れ
て

い
る
。
例
え
ば
リ
ボ
ー
の
如
き
は
、
神
話
は
想
像
力
の
歴
史
に
お
け
る
黄
金
時
代
、
そ
の
発
展
の
絶
頂
を
現
し
、
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神
話
の
創
造
に
お
い
て
想
像
力
の
花
は
満
開
す
る
と
云
っ
て
い
る
。＊

し
か
る
に
ひ
と
は
ま
た
か
か
る
構
想
力
を
し

ば
し
ば
夢
に
比
し
て
い
る
。
夢
そ
の
も
の
も
構
想
力
の
産
物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
夢
の
成
立
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
一
般
に
構
想
力
の
、
特
に
神
話
に
お
け
る
構
想
力
の
本
質
を
理
解
す
る
上
に
必
要
な
鍵
を

提
供
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。
人
間
の
意
識
生
活
に
と
っ
て
夢
は
例
外
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
外
は
こ
こ
で
も
法
則

を
証
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　Th. R

ibot, Essai sur l’im
agination créatrice, Septièm

e édition 1926.

普
通
に
夢
は
覚
醒
時
の
意
識
と
は
全
く
性
質
を
異
に
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
ベ
ル
グ

ソ
ン
は
か
く
の
如
き
見
解
に
反
対
し
、夢
の
成
立
は
何
等
神
秘
的
な
も
の
を
有
す
る
こ
と
な
く
、我
々
の
夢
は
我
々

の
現
実
の
世
界
の
視
覚
と
ほ
ぼ
同
じ
仕
方
で
作
ら
れ
、
意
識
の
機
構
は
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
。＊

そ
こ
に
お
い
て
最
も
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
の
は
記
憶
で
あ
る
。
先
ず
夢
の
材
料
は
つ
ね
に
現
実
の

感
覚
で
あ
る
。
こ
の
材
料
な
し
に
夢
は
何
物
を
も
作
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
夢
み
て
い
る
者
に
も
し
何
等
の
音
の
感

覚
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
の
夢
の
中
に
音
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ

夢
に
と
っ
て
材
料
と
な
る
感
覚
は
決
定
さ
れ
て
お
ら
ぬ
規
定
さ
れ
て
お
ら
ぬ
漠
然
と
し
た
感
覚
で
あ
る
。
そ
れ
の

決
定
の
形
式
は
記
憶
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
夢
は
殆
ど
全
く
過
去
の
再
生
で
あ
っ
て
、
た
だ
こ
の
過
去
が
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我
々
に
再
認
し
難
い
よ
う
な
過
去
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
覚
醒
時
に
お
い
て
も
我
々
は
、
現
れ
て
は
消
え
つ
つ
代

る
代
る
我
々
の
注
意
を
請
求
す
る
多
数
の
記
憶
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
憶
は
我
々
の
境
遇
並
び
に
我
々
の

行
動
と
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
。
人
間
に
お
い
て
は
、
記
憶
は
動
物
に
お
け
る
ほ
ど
多
く
行
動
の
虜
で
な
い
に

し
て
も
、
な
お
行
動
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
記
憶
は
、
与
え
ら
れ
た
瞬
間
に
お
い
て
、
い
わ
ば
そ
の

絶
え
ず
動
く
頂
点
が
我
々
の
現
在
と
合
致
し
こ
れ
と
一
緒
に
未
来
へ
突
き
入
る
と
こ
ろ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
形
作
っ

て
い
る
。
し
か
る
に
か
よ
う
に
我
々
の
現
在
の
関
心
の
上
に
身
を
置
く
記
憶
の
背
後
に
、
そ
の
底
に
、
意
識
に
よ

っ
て
照
し
出
さ
れ
た
場
面
の
下
部
に
、
他
の
無
数
の
記
憶
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
我
々
の
過
去
の
生
活
が
、
そ
の

あ
ら
ゆ
る
細
部
に
至
る
ま
で
、
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
無
数
の
記
憶
は
、
我
々
が
行
動
し
て
い
る
限
り
表

面
に
現
れ
出
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
我
々
が
現
在
の
境
遇
と
緊
迫
し
た
行
動
と
に
無
関
心
に
な
る
場
合
、

言
い
換
え
る
と
我
々
が
眠
っ
て
い
る
場
合
、起
き
出
て
躍
り
出
し
、か
よ
う
な
記
憶
の
幽
霊
の
う
ち
、そ
の
時
我
々

に
与
え
ら
れ
て
い
る
漠
然
と
し
た
感
覚
と
同
化
し
得
る
も
の
、
ま
た
特
に
我
々
の
身
体
の
諸
器
官
の
状
態
に
従
っ

て
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
我
々
の
一
般
的
な
情
緒
的
状
態
と
調
和
し
得
る
も
の
は
、
色
や
音
や
更
に
物
質
性
を
身
に

つ
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
か
よ
う
に
し
て
記
憶
と
感
覚
と
の
間
に
連
結
が
行
わ
れ
る
と
き
夢
が
生
れ
る
。
そ
れ

は
覚
醒
時
に
お
け
る
場
合
と
同
一
の
機
構
で
あ
る
。
例
え
ば
ひ
と
が
本
を
読
む
と
き
、
彼
は
印
刷
さ
れ
た
文
字
を
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完
全
に
見
て
い
る
の
で
は
な
い
、
誤
植
や
脱
落
に
気
附
か
な
い
こ
と
も
屡
々
で
あ
る
、
そ
の
場
合
実
際
に
見

ら
れ
た
文
字
が
記
憶
を
喚
び
起
し
、
こ
の
記
憶
が
ひ
と
つ
の
幻
覚 hallucination 

の
形
式
に
お
い
て
外
部
に
投
射

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
読
者
が
見
る
の
は
文
字
そ
の
も
の
と
同
じ
程
度
に
或
い
は
そ
れ
以
上
に
こ
の
記
憶
な
の
で

あ
る
。「
我
々
が
物
を
見
る
場
合
我
々
が
我
々
に
与
え
る
の
は
、
現
実
の
框
の
中
へ
挿
入
さ
れ
た
一
種
の
幻
覚
で

あ
る
」、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
云
っ
て
い
る
。
記
憶
は
意
識
の
底
に
お
い
て
外
部
に
出
る
機
会
を
待
っ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
条
件
が
与
え
ら
れ
る
や
否
や
、
感
覚
と
結
び
附
い
て
自
己
を
実
現
す
る
。
夢
と
覚
醒
時
と
の
差
異
は
、

覚
醒
時
に
お
け
る
我
々
の
生
活
は
行
動
、
努
力
、
集
中
で
あ
る
に
反
し
、
夢
に
お
い
て
は
我
々
は
か
か
る
生
活
か

ら
脱
し
て
無
関
心
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。

＊
　H

. B
ergson, L’énergie spirituelle, pp. 91

―116.

か
く
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
記
憶
は
、
夢
に
お
い
て
も
覚
醒
時
に
お
い
て
も
、
一
種
の
幻
覚
と
し
て
、
感

覚
の
う
ち
に
挿
入
さ
れ
、
感
覚
と
結
び
附
い
て
い
る
。
感
覚
に
形
式
を
与
え
る
も
の
は
記
憶
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

か
ら
我
々
は
、
我
々
自
身
の
意
味
に
お
い
て
、
感
覚
も
ま
た
す
で
に
構
想
力
の
論
理
的
形
式
に
入
っ
て
い
る
、
と

考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
形
式
は
、
我
々
に
依
れ
ば
、
例
え
ば
、
特
殊
的
即
一
般
的
と
い
う
こ
と
、
主
観
的

即
客
観
的
と
い
う
こ
と
、
実
在
的
即
観
念
的
と
い
う
こ
と
、
等
々
で
あ
る
。
記
憶
の
い
わ
ば
幻
覚
的
な
働
き
に
よ
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っ
て
特
殊
的
な
感
覚
は
同
時
に
一
般
性
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
感
覚
の
う
ち
に
記
憶
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
主
観
的
な
感
覚
は
同
時
に
客
観
的
に
な
る
と
共
に
、
逆
に
、
感
覚
の
客
観
性
は
同
時
に
主
観
性
を
得

る
の
で
あ
り
、
更
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
物
質
的
な
感
覚
は
観
念
性
を
担
っ
て
形
像
と
し
て
存
在
し
得
る
の
で
あ

る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
感
覚
と
記
憶
と
の
結
合
に
お
い
て
過
去
は
現
在
と
合
致
し
、
こ
れ
と
一
緒
に
未
来
へ
突
き

入
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
記
憶
は
単
に
過
去
で
あ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
考
え
た
如
く
、
記

憶
は
そ
れ
に
お
い
て
過
去
も
未
来
も
現
在
的
で
あ
る
現
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
意
識
は
、
ベ

ル
グ
ソ
ン
の
云
う
如
く
、
過
去
を
含
み
未
来
を
孕
ん
で
無
限
に
流
動
す
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
過
去
も
未
来
も

現
在
に
同
時
存
在
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
夢
は
一
般
に
創
造
的
で
な
い

と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
彼
が
記
憶
を
単
に
過
去
と
見
る
こ
と
に
関
係
す
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
記
憶
が

真
の
現
在
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
真
の
現
在
で
あ
る
記
憶
―
―
そ
れ
は
も
は
や
記
憶
と
は
云
い
得
ず
、

ま
さ
に
構
想
力
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
―
―
の
作
用
は
創
造
的
で
あ
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル

グ
ソ
ン
哲
学
の
制
限
は
そ
の
内
在
論
に
あ
る
。
彼
は
創
造
的
進
化
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
在
論
の
立

場
に
お
い
て
は
進
化
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
創
造
は
語
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
も
と
よ
り
我
々
は
夢
が

真
に
創
造
的
で
あ
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。
真
に
創
造
的
で
あ
る
の
は
却
っ
て
現
実
で
あ
り
、
現
実
そ
の
も
の
の
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う
ち
に
構
想
力
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
夢
を
想
像
の
、
し
か
も
或
る
創
造
的
な
構
想
力
の
産
物
と
見
た
人
に
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
如
き
が
あ

る
。＊

夢
は
眠
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
い
ま
も
し
精
神
の
本
質
に
し
て
絶
え
ず
意
識
的
に
と
ど

ま
る
と
い
う
こ
と
に
存
し
、
眠
は
こ
の
よ
う
な
精
神
に
対
す
る
単
に
身
体
的
な
妨
害
と
し
て
の
み
生
ず
る
意
識
の

中
断
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
眠
は
そ
れ
が
我
々
に
と
っ
て
実
際
に
あ
る
も
の
と
は
全
く
違
っ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
、
と
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
は
云
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
の
場
合
、
眠
は
精
神
の
最
も
内
的
な
本
質
に

対
し
身
体
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
た
敵
意
あ
る
干
渉
、
外
的
な
力
の
暴
行
を
意
味
し
、
従
っ
て
眠
は
、
自
由
を
奪
わ

れ
た
り
病
気
に
襲
わ
れ
た
り
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
何
か
敵
対
的
な
も
の
、
圧
迫
的
な
も
の
、
不
安
な
も
の
、
或

は
更
に
苦
痛
に
充
ち
た
も
の
と
し
て
す
ら
感
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
最
も
強
い
、
最
高
度
に

自
覚
的
な
精
神
に
対
し
て
す
ら
眠
の
も
た
ら
す
甘
さ
は
、
周
期
的
に
無
意
識
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
故

に
自
己
を
絶
え
ず
意
識
的
に
し
て
お
く
力
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
精
神
の
本
質
そ
の
も
の
に
属
す
る
こ
と
を

証
明
し
て
い
る
。
覚
醒
時
に
お
い
て
は
精
神
は
自
己
を
母
な
る
自
然
の
地
盤
か
ら
引
き
離
し
、
全
世
界
に
鋭
く
対

立
し
、
自
己
の
無
自
然
の
、
反
省
さ
れ
た
内
面
性
を
自
己
の
中
心
と
す
る
。
眠
に
お
い
て
精
神
は
再
び
、
単
純
な
、

静
か
に
創
造
す
る
自
然
の
う
ち
に
、
差
当
り
自
己
の
身
体
の
自
然
の
う
ち
に
下
り
て
親
密
に
解
け
入
り
、
か
く
し
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て
精
神
の
本
質
は
自
然
の
充
実
し
飽
満
せ
る
生
命
に
近
づ
く
。
意
識
的
な
精
神
に
お
い
て
論
理
的
に
分
離
さ
れ
、

抽
象
の
こ
ま
か
な
篩ふ
る
いに
よ
っ
て
稀
薄
に
さ
れ
た
も
の
は
そ
こ
に
お
い
て
融
合
し
、
い
わ
ば
濃
厚
な
液
に
固
ま
り
、

直
観
の
凝
聚
に
流
れ
込
む
。
覚
醒
し
た
意
識
に
お
け
る
あ
の
主
観
と
客
観
と
の
間
の
鋭
い
緊
張
に
対
立
す
る
と
こ

ろ
の
具
体
的
な
自
然
の
創
造
に
接
近
し
た
精
神
状
態
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
は
、
お
よ
そ
精
神
が
眠
に
お
い
て
、

こ
の
眠
か
ら
覚
め
た
と
き
感
じ
る
あ
の
あ
ら
ゆ
る
機
能
の
力
強
い
爽
快
さ
を
如
何
に
し
て
得
て
来
る
こ
と
が
で
き

る
か
は
理
解
さ
れ
な
い
。
完
き
眠
の
後
に
与
え
ら
れ
る
も
の
が
一
種
の
飽
満
の
、
充
実
或
い
は
成
熟
の
感
情
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
に
依
れ
ば
、
夢
は
眠
れ
る
精
神
の
積

極
的
な
面
、
そ
の
無
意
識
的
な
、
具
体
的
な
、
自
然
的
な
存
在
の
或
る
物
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

言
い
換
え
る
と
、夢
の
生
ず
る
場
合
の
根
本
的
な
且
つ
主
要
な
力
は
実
に
無
意
識
的
に
創
造
す
る
構
想
力
で
あ
る
。

＊
　Johannes Volkelt, D

ie Traum
-Phantasie, 1875.

夢
は
単
な
る
聯
想
作
用
の
産
物
で
な
く
、
構
想
力
の
創
造
に
属
し
て
い
る
。
夢
に
見
ら
れ
る
の
は
幽
霊
の
如
き

幻
影
で
な
く
、
手
に
と
る
こ
と
の
で
き
る
体
現
的
な
現
実
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
多
く
の
も
の
が
象
徴
的
で

あ
る
。
眠
に
お
い
て
は
主
観
と
客
観
と
の
間
の
鋭
い
緊
張
が
な
く
な
る
と
云
わ
れ
る
が
、
し
か
し
夢
の
最
も
著
し

い
特
色
は
、
主
観
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
自
己
自
身
も
夢
の
世
界
の
う
ち
へ
入
っ
て
働
き
、
且
つ
こ
の
世
界
が
見
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ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
主
観
と
し
て
何
処
か
世
界
の
外
に
あ
っ
て
こ
れ
に
対
し
て
い
る
の
で
な

く
、
行
動
す
る
私
自
身
が
世
界
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
構
想
力
は
創
造
的
自
然
の
如
き
も
の

で
あ
る
と
し
て
も
、
か
よ
う
な
自
然
は
単
に
主
観
と
客
観
と
の
融
合
、
主
観
と
客
観
と
の
同
一
な
ど
と
い
う
も
の

で
な
く
、
却
っ
て
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
を
超
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
夢
の
世
界
に
お
い
て
は
、
行

動
す
る
私
自
身
が
こ
の
世
界
の
う
ち
に
入
り
、
且
つ
こ
の
世
界
が
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
構
想
力
の
超
越
性
の

真
面
目
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
眠
に
お
い
て
我
々
は
無
意
識
的
に
創
造
す
る
自
然
に
近
づ
く
と
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト

が
考
え
た
如
く
、
構
想
力
は
か
よ
う
な
自
然
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
い
う
が
如
き
自
然
を
除
い
て
は
理
解
さ
れ
得
な
い

で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
も
云
っ
た
如
く
、
夢
に
お
い
て
我
々
が
世
界
の
内
奥
に
近
づ
く
と
い
う
の

は
我
々
が
夢
の
像
を
通
し
て
経
験
す
る
も
の
に
よ
っ
て
で
な
く
、
我
々
が
夢
を
生
産
す
る
過
程
に
お
い
て
無
意
識

的
に
為
し
且
つ
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
世
界
が
夢
で
あ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
世
界
の
創
造
の

根
柢
に
構
想
力
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
外
界
の
実
在
性
と
い
う
有
名
な
問
題
に
対
す
る
解

決
も
、
夢
に
お
い
て
は
働
く
自
己
が
こ
の
世
界
の
う
ち
に
入
り
、
且
つ
こ
の
世
界
が
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
、
重
要
な
示
唆
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

構
想
力
は
或
る
自
然
、
主
体
的
な
意
味
に
お
け
る
自
然
、
従
っ
て
パ
ト
ス
と
結
び
附
い
て
い
る
。
か
か
る
自
然
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が
何
で
あ
り
、
か
か
る
パ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
と
如
何
に
関
係
す
る
か
が
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
自
然
は
差

当
り
単
に
我
々
の
身
体
を
い
う
の
で
な
く
、
ま
た
社
会
的
身
体
を
意
味
し
て
い
る
。
社
会
的
身
体
と
構
想
力
と
の

聯
関
は
神
話
に
お
い
て
特
に
明
瞭
で
あ
る
。
リ
ボ
ー
は
、
古
代
の
神
話
的
活
動
は
文
明
人
に
お
い
て
も
な
お
存
在

す
る
か
と
問
い
、
文
明
の
変
化
し
た
条
件
に
対
し
て
変
化
し
適
合
し
た
神
話
と
見
做
さ
れ
得
る
文
学
の
如
き
も
の

を
別
に
し
て
も
、
そ
の
純
粋
な
形
態
に
お
け
る
、
個
人
的
で
な
く
て
集
団
的
な
、
無
名
の
、
無
意
識
的
に
行
わ
れ

る
神
話
的
活
動
は
、
今
な
お
伝
説 légende 

の
生
産
に
お
い
て
残
存
す
る
と
肯
定
的
に
答
え
て
い
る
。
神
話
が
自

然
の
現
象
に
関
わ
る
に
反
し
伝
説
は
人
物
及
び
歴
史
的
事
件
に
関
わ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
生

産
的
な
想
像
力
の
位
置
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
神
話
の
伝
説
に
対
す
る
関
係
は
幻
覚 hallucination 

に
対
す

る
錯
覚 illusion 

の
関
係
に
似
て
い
る
、
と
リ
ボ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
即
ち
錯
覚
と
伝
説
と
は
部
分
的
想
像
で
あ

り
、
幻
覚
と
神
話
と
は
全
体
的
想
像
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。＊

か
か
る
説
は
と
も
か
く
と
し
て
、
客
観
的
知
識

の
進
歩
に
よ
っ
て
自
然
に
関
す
る
神
話
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
も
人
間
や
歴
史
に
つ
い
て
の
伝
説
が
絶
え
ず

生
産
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
と
か
歴
史
と
か
が
決
し
て
単
に
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く

却
っ
て
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
神
話
が
根
本
に
お
い

て
霊
魂
の
神
話
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
そ
こ
に
深
い
意
味
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ボ
ー
は
、
神
話
の
創
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造
に
お
い
て
想
像
力
は
完
全
な
自
発
性
に
お
い
て
現
れ
、
あ
ら
ゆ
る
模
倣
と
伝
統
と
か
ら
自
由
に
、
何
等
の
制
定

さ
れ
た
形
式
に
も
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
創
造
し
得
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
の
云

う
如
く
、
未
開
人
の
心
理
は
却
っ
て
完
全
に
集
合
表
象
に
支
配
さ
れ
、
彼
等
の
生
活
も
慣
習
や
制
度
や
伝
統
に
囚

わ
れ
て
お
り
、
神
話
そ
の
も
の
が
実
に
か
よ
う
な
慣
習
、
制
度
、
伝
統
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
集
合
表
象
の
産
物

で
あ
る
。
構
想
力
の
、
そ
し
て
そ
の
論
理
の
完
全
な
発
現
は
神
話
に
お
い
て
で
な
く
、
他
の
高
次
の
文
化
に
お
い

て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　L’im

agination créatrice, pp. 114,115.

と
こ
ろ
で
神
話
は
も
と
芸
術
的
な
表
現
或
い
は
理
論
的
な
説
明
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
実
践
的

な
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。神
話
の
本
質
は
そ
の
物
語
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
な
い
、

我
々
は
そ
の
社
会
学
的
関
係
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
テ
キ
ス
ト
は
も
ち
ろ
ん
甚
だ
重
要
で
は
あ
る
が
、
そ

の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
離
れ
て
は
生
命
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
物
語
の
興
味
は
そ
れ
が
物
語
ら
れ
る
仕
方
に
よ
っ
て

著
し
く
強
め
ら
れ
、
そ
の
固
有
の
性
格
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
云
っ
て
い
る
、「
執
行

の
全
性
質
、
音
声
や
擬
態
、
聴
衆
の
刺
戟
と
反
応
は
土
人
に
と
っ
て
テ
キ
ス
ト
と
同
様
の
重
要
性
を
有
し
て
い
る
。

社
会
学
者
は
土
人
か
ら
彼
の
方
針
を
取
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
執
行
は
、
ま
た
、
そ
の
固
有
の
時
の
定
め
―
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―
一
日
の
時
間
、
将
来
の
仕
事
を
待
つ
そ
し
て
お
伽
噺
の
呪
術
に
よ
っ
て
微
か
に
影
響
さ
れ
た
新
芽
の
園
を
背
景

に
も
っ
た
、
季
節
―
―
の
う
ち
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
ま
た
個
人
的
所
有
の
社
会
学
的
脈
絡
、
面
白
い

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
社
交
的
機
能
と
文
化
的
役
割
を
心
に
留
め
て
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
要
素
は
等

し
く
関
係
が
あ
る
、
す
べ
て
は
テ
キ
ス
ト
と
同
様
に
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
物
語
は
紙
の
上
に
で
な
く
土
人
の

生
活
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
、
物
語
が
そ
の
う
ち
に
栄
え
る
雰
囲
気
を
喚
び
起
し
得
る
こ
と
な
し
に
学

者
が
そ
れ
を
書
き
と
め
る
場
合
、
彼
は
我
々
に
青
春
の
切
断
さ
れ
た
一
片
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
い
」＊

。
か
よ
う
に

し
て
神
話
は
単
に
観
念
で
あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
一
つ
の
制
度
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
神
話
を
芸
術
的
乃
至

理
論
的
生
産
物
の
如
く
見
る
者
は
神
話
の
制
度
的
性
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
尤
も
神
話
が
制
度
的
な
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
は
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
自
身
は
ど
こ
ま
で
も

観
念
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
念
的
な
も
の
は
合
理
的
な
も
の
で
な
く
、
客
観
性
を
欠

き
、
主
観
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
従
っ
て
歴
史
を
神
話
と
見
る
こ
と
は
歴
史
を
主
観
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う

危
険
を
有
し
て
い
る
。
構
想
力
の
論
理
が
単
に
イ
メ
ー
ジ
ュ
の
論
理
で
あ
り
、
か
か
る
イ
メ
ー
ジ
ュ
は
神
話
や
夢

に
お
け
る
如
く
単
に
イ
マ
ジ
ナ
リ
ィ
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歴
史
の
論
理
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

歴
史
は
観
念
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
で
な
く
て
、
最
も
現
実
的
な
も
の
、
最
も
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
構
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想
力
の
論
理
は
単
な
る
イ
メ
ー
ジ
ュ
の
論
理
で
な
く
、
む
し
ろ
フ
ォ
ー
ム
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の

如
き
客
観
的
歴
史
的
な
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
制
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
進
ん
で
制
度
と

構
想
力
と
の
関
係
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　B

. M
alinow

ski, M
yth in prim

itive psychology, p. 30.
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「
社
会
、
言
語
、
法
津
、『
道
徳
』m

œ
urs

、
芸
術
、
政
治
、
す
べ
て
こ
れ
ら
世
の
中
に
お
い
て
信
用
を
基
礎
と

す
る
も
の
は
、
そ
の
原
因
に
お
い
て
同
じ
で
な
い
こ
れ
ら
す
べ
て
の
結
果
は
、
慣
習 convention 

を
、
言
い
換

え
る
と
待
場 relais

【R
elais

中
継
・
リ
レ
ー
】 

を
必
要
と
す
る
、
―
―
そ
れ
へ
の
迂
回
に
よ
っ
て
或
る
第
二
の
実
在 

une réalité seconde 

が
感
覚
的
な
瞬
時
的
な
実
在
と
共
に
設
定
さ
れ
、
組
成
さ
れ
、
こ
の
も
の
を
覆
い
、
こ
の

も
の
を
支
配
し
、
―
―
時
と
し
て
は
原
始
的
生
命
の
怖
る
べ
き
単
純
さ
を
現
れ
し
め
る
た
め
に
引
き
裂
か
れ
る
」、

と
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
云
っ
て
い
る
。＊

例
え
ば
、
政
治
の
世
界
は
慣
習
の
全
体
に
還
元
し
得
る
と
こ
ろ
の
、
あ
ら
ゆ
る

場
所
に
お
い
て
作
用
し
な
が
ら
何
処
に
お
い
て
も
見
る
を
得
ぬ
と
こ
ろ
の
或
る
「
他
の
世
界
」un autre m

onde 

で
あ
る
。
政
治
は
慣
習
的
実
体
の
組
合
せ
に
帰
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
実
体
は
如
何
に
し
て
作
ら
れ
た
か
知

ら
れ
ぬ
な
が
ら
も
人
間
の
あ
い
だ
に
交
換
さ
れ
、
量
る
こ
と
の
で
き
ぬ
拡
が
り
と
反
響
と
を
有
す
る
結
果
を
作
り
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出
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
か
よ
う
な
慣
習
を
ま
た
擬
制 fiction 

と
呼
び
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
状
態
は
擬
制
を

必
要
と
す
る
と
も
書
い
て
い
る
。
慣
習
は
一
種
の
魔
術
或
は
呪
縛
で
あ
り
、
ま
た
神
話
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
社

会
に
固
有
な
特
徴
は
、
こ
の
社
会
が
慣
習
乃
至
擬
制
な
し
に
は
存
立
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

本
能
は
慣
習
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
る
。
文
明
に
向
っ
て
の
社
会
の
運
動
は
象
徴
や
記
号
の
支
配
に
向
っ
て
の
運
動

で
あ
る
、
そ
れ
は
「
事
実
の
時
代
」
か
ら
「
擬
制
の
国
」
へ
の
進
歩
で
あ
る
。
す
べ
て
の
社
会
は
慣
習
の
う
ち
第

一
の
、
最
も
重
要
な
も
の
、
言
語
の
上
に
、
ま
た
文
字
の
上
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
社
会
は
魔
術
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
、
社
会
は
「
呪
縛
の
建
物
」
で
あ
る
。
す
べ
て
は
形
像
の
力
に
よ
っ
て
存
続
し
、
も
し
ひ
と
が
こ
の
形
像
を

信
用
し
な
い
な
ら
ば
、
や
が
て
す
べ
て
は
崩
壊
し
て
し
ま
う＊
＊。

か
く
て
現
代
の
最
も
特
色
あ
る
二
人
の
思
想
家
、

パ
ス
カ
リ
ザ
ン
な
る
前
述
の
ソ
レ
ル
と
カ
ル
テ
ジ
ア
ン
な
る
ヴ
ァ
レ
リ
イ
と
が
、互
い
に
異
な
る
思
考
を
通
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
神
話
に
重
要
性
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
実
際
、
我
々
の
う
ち

に
は
あ
の
よ
う
に
多
く
の
神
話
が
存
在
し
、
あ
の
よ
う
に
近
し
い
の
で
、
我
々
の
精
神
か
ら
そ
う
で
な
い
よ
う
な

何
物
か
を
は
っ
き
り
分
離
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
」、
と
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
云
っ
て
い
る
。「
神
話
は
我
々

の
行
動
と
我
々
の
愛
と
の
魂
で
あ
る
。
我
々
は
幻
像
に
向
っ
て
我
々
を
動
か
す
こ
と
に
お
い
て
の
ほ
か
行
動
し
得

な
い
。
我
々
は
我
々
の
創
造
す
る
も
の
の
ほ
か
愛
し
得
な
い
」、
と
彼
は
ま
た
神
話
に
関
す
る
書
簡
の
中
で
書
い
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て
い
る＊
＊
＊。

歴
史
に
お
い
て
は
神
話
が
実
在
的
で
あ
る
、
ま
た
歴
史
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
実
在
的
な
も
の
が
神
話

の
意
味
を
有
し
得
る
。
尤
も
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
彼
の
い
う
慣
習
を
単
純
に
神
話
と
考
え
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
は
慣
習
は
擬
制
で
あ
り
、
約
束
で
あ
り
、
知
性
の
産
物
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
神
話
か
ら
知
的

要
素
を
悉
く
排
除
し
よ
う
と
す
る
ソ
レ
ル
の
見
解
が
一
面
的
で
あ
る
如
く
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
い
う
慣
習
は
知
性
の

産
物
で
あ
る
に
し
て
も
そ
れ
が
人
間
行
為
を
支
配
す
る
の
は
単
な
る
擬
制
と
し
て
で
な
く
い
わ
ば
神
話
と
し
て
で

あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
ま
た
パ
ト
ス
的
な
も
の
に
基
礎
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
神
話
は
パ
ス
カ
ル
的
非
合
理

主
義
に
よ
っ
て
も
デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
な
い
性
質
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
に
構
想
力
の

論
理
の
原
始
形
態
が
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
慣
習
は
も
と
よ
り
神
話
と
同
一
で
な
く
、
両
者
の
区
別
は
大
切
で
あ

る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
構
想
力
の
論
理
に
お
け
る
範
疇
の
区
別
を
現
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
　Paul Valéry, Regards sul le m

onde actuel, 1933, p. 89.

＊
＊
　Voir Valéry, Préface aux Lettres Persanes (Variété II).

【Œ
uvres de Paul Valéry, vol. 4

】

＊
＊
＊
　Petite lettre sur les m

ythes (Variété II).

【
同
右
】

と
こ
ろ
で
ヴ
ァ
レ
リ
イ
が convention 

と
称
す
る
も
の
は
普
通
に
慣
習
と
い
わ
れ
る
も
の
の
み
で
な
く
、
道
徳

も
し
く
は
習
俗
、
法
律
、
政
治
、
言
語
、
芸
術
、
社
会
そ
の
も
の
に
至
る
ま
で
包
括
す
る
。
か
く
の
如
き
広
汎
な
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意
味
を
有
す
る
点
か
ら
考
え
て
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の convention 

と
い
う
語
に
替
え
る
に
、
我
々
は
一
層
普
通
の

用
語
例
に
近
く institution

（
制
度
）
と
い
う
語
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。＊

或
い
は
こ
れ
ま
で
使
っ
て
き
た 

mu:qoV 

（
神
話
）
と
い
う
語
に
対
せ
し
め
て novmoV 

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
を
用
い
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
に
制
度
と
名
附
け
る
も
の
も
も
ち
ろ
ん
、
普
通
に
制
度
と
い
わ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
言
語
、
慣

習
、
道
徳
、
法
律
、
芸
術
、
等
々
を
も
含
め
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
神
話
が
ひ
と
つ
の
範
疇
即

ち
歴
史
的
な
も
の
の
或
る
一
定
の
存
在
の
仕
方
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
制
度
も
他
の
ひ
と
つ
の
範
疇
即
ち
歴
史
的

な
も
の
の
他
の
一
定
の
存
在
の
仕
方
を
意
味
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
は
、
神
話
そ
の
も
の
を
も
含

め
て
、
ノ
モ
ス
と
し
て
存
在
す
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
今
か
よ
う
に
制
度
と
い
う
場
合
、
そ
の
う
ち

に
は
さ
し
あ
た
り
区
別
さ
る
べ
き
三
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
先
ず
制
度
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
意
味
に
お
け
る 

convention 

も
し
く
は fiction 

で
あ
る
。
何
等
の
擬
制
的
性
質
を
も
有
し
な
い
よ
う
な
制
度
は
存
し
な
い
。
そ
し

て
そ
れ
は
ま
た convention 

と
い
う
語
自
身
（convenio = to com

e together, assem
ble 

か
ら
来
る
）
が
示
す
如

く
、
多
数
の
人
間
の
あ
い
だ
に
お
け
る
一
致
、
同
意
乃
至
約
束
を
意
味
し
、
従
っ
て
つ
ね
に
社
会
的
性
質
の
も
の

で
あ
る
。
次
に
制
度
は
、
一
般
に
慣
習
と
い
わ
れ
る
も
の
の
多
く
が
普
通
に coutum

e

（custom

）
と
い
う
語
を

も
っ
て
表
さ
れ
る
如
く
、
或
る
習
慣
的
な
も
の
、
延
い
て
は
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
個
人
的
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な
習
慣
即
ち habitude

（habit

）
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
つ
ね
に
社
会
的
性
質
の
も
の

で
あ
り
（
そ
の
語
は
ラ
テ
ン
語
の con-suesco 

に
由
来
す
る
）、
そ
の
限
り
そ
れ
は
ま
た
何
等
か convention 

の

意
味
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し convention 

が
擬
制
の
意
味
に
お
い
て
或
る
肆し

い意
的
な
も

の
、
自
由
な
も
の
、
そ
し
て
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
に
反
し
、coutum

e 

は
或
る
自
然
的
な
も
の
、
必
然

的
な
も
の
、
そ
し
て
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
見
ら
れ
、
制
度
は
か
よ
う
に
し
て
或
る
習
慣
的
乃
至
伝
統
的
性
質
を
具

え
て
い
る
。
ま
た convention 
は
擬
制
の
意
味
に
お
い
て
我
々
に
と
っ
て
何
か
外
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と

す
れ
ば
、coutum

e

（consuetudo
）
は
ラ
テ
ン
語
の suesco 

に
関
係
し
、
且
つ
こ
の
も
の
は suum

（sien

）
に

関
係
し
、
そ
し
て
「
彼
自
身
の
も
の
と
し
て
認
め
る
」
と
い
う
意
味
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
或
る
内
的

な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
第
三
に
、
慣
習
と
い
う
語
（m

os, m
ores, consuetudo

）
が
も
と
慣
習
法
と

い
う
意
味
に
も
区
別
さ
れ
ず
に
使
用
さ
れ
た
よ
う
に＊
＊、

制
度
は
或
る
法
的
な
、
ノ
モ
ス
的
な
性
質
を
担
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
単
に convention 

と
し
て
便
宜
（convenience

）
の
た
め
の
も
の
で
な
く
、
法
的
な
も
の
と
し
て
強
制

的
に
或
い
は
権
威
的
に
個
人
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
制
度
は
擬
制
の
意
味
に
お
い
て
の
み
で
な
く
ノ
モ
ス
の
意
味

に
お
い
て
も
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
い
わ
ゆ
る
或
る
第
二
の
実
在
を
形
成
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
制
度
の
概
念
の
う

ち
に
含
ま
れ
る
と
見
え
る
右
の
三
つ
の
意
味
を
一
層
内
容
的
に
展
開
し
、
更
に
そ
れ
ら
相
互
の
聯
関
を
分
明
な
ら
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し
め
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

＊
　
制
度
の
概
念
を
か
く
広
い
意
味
に
用
い
た
例
に
は C

h. H
. Judd, The psychology of social institutions, 1936. 

の

如
き
が
あ
る
。

＊
＊
　R

udolf v. Jhering, D
er Zw

eck im
 Recht, 6.

―8. A
uflage, 1923. Zw

eiter B
and, S. 21.

あ
ら
ゆ
る
制
度
は
先
ず
擬
制
的
性
質
を
具
え
て
い
る
。
そ
こ
に
我
々
は
神
話
的
存
在
と
制
度
的
存
在
と
の
区
別

を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
神
話
的
存
在
は
も
と
よ
り
現
実
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
さ
に
神
話
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
擬
制
的
と
云
う
べ
き
も
の
で
な
く
て
神
秘
的
な
も
の
、
宗
教
的
な
も
の
、
神
聖
な
も
の
で

あ
る
。
制
度
も
も
と
よ
り
神
話
化
さ
れ
、
一
つ
の
神
話
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
実
際
に
そ

の
よ
う
な
場
合
も
尠
く
な
い
。
古
代
に
お
い
て
は
制
度
は
宗
教
の
う
ち
に
包
括
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ギ
リ
シ

ア
人
や
ロ
ー
マ
人
に
あ
っ
て
は
、
イ
ン
ド
人
に
あ
っ
て
も
同
様
、
法
律
は
初
め
宗
教
の
一
部
分
で
あ
っ
た
。「
法

律
は
正
義
の
観
念
か
ら
で
な
く
宗
教
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
の
外
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

二
人
の
人
間
の
あ
い
だ
に
法
律
の
関
係
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
既
に
彼
等
の
あ
い
だ
に
宗
教
的
関
係
が
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」、「
法
律
は
宗
教
の
一
つ
の
面
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
共
通
の
宗
教
な
し
に
は
共
通
の
法

律
は
な
か
っ
た
」、
と
フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
ゥ
・
ク
ゥ
ラ
ン
ジ
ュ
は
書
い
て
い
る
。
単
に
法
律
の
み
で
な
く
、
芸
術
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の
如
き
も
の
も
宗
教
の
一
部
分
で
あ
り
、
更
に
附
け
加
え
て
云
え
ば
、
そ
の
宗
教
は
血
族
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ロ
ー
マ
帝
国
の
最
後
の
時
代
に
至
る
ま
で
な
お
芝
居
や
ま
た
そ
こ
で
は
芸
術
が
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
も
と
に
展
開
さ

れ
る
公
の
祭
は
宗
教
的
儀
式
の
部
分
を
形
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
尤
も
、
我
々
は
神
話
と
制
度
と
の
区
別
を
必

ず
し
も
時
間
的
順
序
に
お
い
て
考
え
る
の
で
は
な
い
。
神
話
は
一
定
の
制
度
の
維
持
と
保
存
上
の
た
め
に
作
ら
れ

る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
も
ち
ろ
ん
一
般
に
神
話
が
滅
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
後
に
お
い
て
も
制
度
は
存
す

る
と
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
、
神
話
と
制
度
と
の
区
別
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
我
々

の
問
題
は
論
理
的
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
神
話
と
制
度
と
の
論
理
的
区
別
は
さ
し
あ
た
り
後
者
の
擬
制
的
性
質
に

お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
擬
制
は
本
能
の
作
り
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
知
性
の
産
物
で
あ
る
。

神
話
が
神
秘
的
な
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
制
度
は
一
層
知
的
な
も
の
で
あ
り
、
神
話
の
神
秘
性
に
対
し
て
制
度
の

知
的
性
質
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、
か
よ
う
に
知
性
と
い
わ
れ
る
も
の
が
果
た
し
て
如
何
な
る
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　Fustel de C

oulanges, La C
ité antique, p. 226.

い
ま
制
度
が
擬
制
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
点
に
お
い
て
す
で
に
制
度
の
知
性
は
構
想
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
一
般
に
擬
制
的
に
乃
至
仮
説
的
に
働
き
得
る
と
い
う
こ
と
が
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知
性
の
一
つ
の
重
要
な
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
す
で
に
知
性
は
構
想
力
と
結
び
附
く
こ
と
が
で
き
、
事

実
そ
の
場
合
知
性
は
構
想
力
と
結
び
附
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
制
度
の
知
性
の
根
柢
に
は
構
想
力

が
あ
る
。
構
想
力
な
し
に
は
制
度
の
発
達
は
あ
り
得
な
い
。
例
え
ば
、
道
徳
も
最
初
そ
の
通
用
範
囲
は
血
族
関
係

の
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
。
か
か
る
一
定
の
道
徳
が
そ
の
領
域
を
拡
大
し
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
合
理
的
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
た
だ
そ
れ
の
み
で
は
十
分
で
な
い
。
タ

ル
ド
に
依
れ
ば
、
社
会
上
並
び
に
道
徳
上
の
同
国
人
で
あ
る
に
は
血
族
関
係
が
必
要
で
あ
っ
た
未
開
時
代
に
お
い

て
は
、
あ
ら
ゆ
る
擬
制
が
人
為
的
な
血
族
関
係
を
創
造
し
、
こ
の
も
の
に
ま
で
自
然
的
な
血
族
関
係
の
諸
利
害
を

拡
げ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。＊

多
く
の
野
蛮
人
の
間
で
は
、
種
々
な
る
盟
約
者

た
ち
の
数
滴
の
血
を
混
合
し
、
か
く
し
て
い
わ
ば
同
血
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
盟
を
固
め
る
と
い
う
慣
習
が

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
胞
の
義
務
と
愛
情
と
を
血
族
の
狭
い
限
界
を
越
え
て
拡
大
す
る
荘
厳
な
る
手
段
の
発

明
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
る
に
か
よ
う
な
擬
制
が
発
明
さ
れ
る
た
め
に
は
、
且
つ
そ
れ
が
実
効
的
で
あ
り
得
る

た
め
に
は
、
空
想
、
想
像
、
構
想
力
が
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
多
様
な
、
ま
た
ま
こ
と
に
奇
怪

な
形
式
を
有
す
る
養
子
縁
組
も
右
と
同
じ
目
的
に
対
す
る
別
の
手
段
で
あ
っ
た
。
更
に
異
国
人
の
歓
待
も
こ
れ
と

類
似
の
観
念
を
基
礎
と
し
た
、
そ
の
家
に
入
る
と
い
う
事
実
が
、
実
に
、
養
子
を
し
た
り
流
し
た
血
を
混
じ
た
り
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す
る
こ
と
に
も
比
し
得
る
と
こ
ろ
の
、
血
族
の
う
ち
へ
の
擬
制
的
な
合
体
と
見
做
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な

擬
制
は
も
と
よ
り
単
に
知
的
な
も
の
で
な
く
、
パ
ト
ス
に
基
づ
い
た
構
想
力
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
種

の
も
の
の
う
ち
最
も
霊
妙
な
も
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
汝
の
兄
弟
で
あ
る
、
汝
等
は
す
べ
て
神
の
子
で
あ
る
、

と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
同
胞
の
神
話
で
あ
る
。
神
話
な
し
に
は
道
徳
は
あ
り
得
な
い
、

或
い
は
寧
ろ
、
す
べ
て
の
道
徳
の
根
柢
に
は
構
想
力
が
あ
る
、
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　G

. Tarde, Les Jois de l’im
itation, pp. 381, 382.

例
え
ば
、
我
々
は
人
に
会
っ
た
と
き
お
辞
儀
を
す
る
。
挨
拶
は
一
つ
の
擬
制
で
あ
り
、
一
つ
の
制
度
で
あ
る
。

か
よ
う
な
挨
拶
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。挨
拶
の
仕
方
は
種
々
の
民
族
に
お
い
て
種
々
に
異
な
っ
て
い
る
、

我
々
が
お
辞
儀
を
す
る
場
合
に
西
洋
人
は
握
手
を
す
る
、
即
ち
挨
拶
の
仕
方
は
合
理
的
な
も
の
の
本
性
と
考
え
ら

れ
る
よ
う
な
普
遍
性
を
有
し
な
い
。
そ
し
て
抽
象
的
な
挨
拶
一
般
が
存
在
す
る
の
で
な
く
、
た
だ
或
る
一
定
の
具

体
的
な
表
現
と
し
て
の
み
挨
拶
は
挨
拶
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
挨
拶
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
も
の
は

理
知
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
情
意
的
な
も
の
、
即
ち
服
従
、
親
愛
等
の
意
志
や
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
挨
拶
と
い
う
制
度
は
全
く
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
擬
制
と
し
て
知
性

の
産
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
全
く
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
社
会
的
に
伝
播
し
永
続
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す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
挨
拶
は
本
能
的
な
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
挨
拶
は
礼
儀
と

し
て
寧
ろ
擬
制
を
も
っ
て
本
能
に
替
え
る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
。
簡
単
に
云
え
ば
、
種
々
な
る
挨
拶
の
形

式
は
単
に
合
理
的
な
も
の
で
も
単
に
非
合
理
的
な
も
の
で
も
な
い
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
ま
さ
に
構
想
力

に
属
す
る
。
実
際
、
我
々
の
生
活
の
主
な
る
部
分
は
こ
の
よ
う
に
単
に
合
理
的
と
も
単
に
非
合
理
的
と
も
云
い
得

な
い
無
数
の
大
小
の
制
度
の
う
ち
に
動
い
て
い
る
。
そ
れ
を
単
な
る
非
合
理
主
義
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
が
誤
っ

て
い
る
の
と
同
様
、
そ
れ
を
単
な
る
合
理
主
義
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
も
誤
っ
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

お
辞
儀
を
す
る
と
か
握
手
を
す
る
と
か
と
い
う
挨
拶
の
形
式
は
身
分
と
か
階
級
と
か
と
い
う
社
会
的
関
係
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
、
か
よ
う
な
社
会
的
関
係
を
表
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
は
挨
拶
と
い
う
制
度
に
対

す
る
知
性
の
合
理
的
な
説
明
の
仕
方
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
未
だ
或

る
特
定
の
挨
拶
の
形
式
が
如
何
に
し
て
作
ら
れ
た
か
は
説
明
さ
れ
な
い
。
挨
拶
は
自
然
の
一
般
的
法
則
を
表
現
す

る
数
式
の
如
き
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
本
能
に
帰
せ
ら
れ
る
の
も
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
も
と
よ
り

そ
れ
は
本
能
的
な
も
の
で
な
く
て
擬
制
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
或
る
一
定
の
具
体
的
な
形
式
を
有
す
る
挨
拶

は
単
な
る
知
性
の
産
物
で
な
く
、
却
っ
て
構
想
力
の
産
物
で
あ
る
。「
諸
義
務
は
、
そ
れ
を
久
し
く
実
行
し
て
い

る
者
に
と
っ
て
は
如
何
に
単
純
に
見
え
る
に
し
て
も
、
そ
の
発
瑞
に
お
い
て
は
す
べ
て
個
人
的
な
独
創
的
な
発
明
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で
あ
っ
た
、
他
の
発
明
と
同
様
に
相
継
い
で
現
れ
、
相
継
い
で
拡
が
っ
た
発
明
で
あ
っ
た
」、
と
タ
ル
ド
は
述
べ

て
い
る
が
、＊

挨
拶
の
如
き
も
一
つ
の
習
俗 Sitte 

で
あ
り
、
習
俗
は
義
務
の
性
質
を
担
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ

は
も
と
一
つ
の
発
明
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
そ
れ
が
も
と
一
つ
の
発
明
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
知
性
に
よ

り
も
構
想
力
に
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
云
う
如
く
、
我
々
の
知
性
は
発
明
を
「
そ
の

湧
出
に
お
い
て
、
言
い
換
え
る
と
そ
れ
が
不
可
分
の
も
の
を
有
す
る
点
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
天
才
性
に
お
い
て
、

言
い
換
え
る
と
そ
れ
が
創
造
的
な
も
の
を
有
す
る
点
に
お
い
て
」
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ＊
＊。「
創
造
は
何
よ
り
も

感
情
を
意
味
す
る
」、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る＊
＊
＊。

し
か
し
創
造
は
単
な
る
感
情
で
は
な
い
。
ロ
ゴ
ス
的
と

パ
ト
ス
的
と
が
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
構
想
力
か
ら
創
造
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
挨
拶
の
如
き

習
俗
が
発
明
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
文
学
や
美
術
の
如
き
が
創
造
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
比
し
て
、
制
限
さ
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
我
々
は
習
俗
、
一
般
に
制
度
の
性
質
を
、
他
の
、
即
ち
先
に
掲
げ
た
第
二
の
意
味
方

向
か
ら
追
求
し
て
み
よ
う
。

＊
　Tarde, O

p.cit., p. 375.

＊
＊
　H

. B
ergson, L’évolution créatrice, p. 178.

【『
創
造
的
進
化
』】

＊
＊
＊
　H

. B
ergson, Les deux sources de la m

orale et de la religion, p. 41.

【『
道
徳
と
宗
教
の
二
つ
の
源
泉
』】



一
一
四

二

制
度
は
単
な
る
知
性
の
作
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
本
能
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
。
マ
ク

ド
ゥ
ー
ガ
ル
（W

illiam
 M

cD
ougall

）
そ
の
他
の
学
者
は
、
社
会
を
個
人
の
本
能
か
ら
導
き
出
そ
う
と
し
、
人
間

社
会
の
文
明
的
な
生
活
様
式
の
源
泉
を
本
能
の
う
ち
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
本
能
と
知
性
と
は
相
反
す
る
も

の
と
云
わ
れ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
同
一
の
原
理
の
二
つ
の
相
異
な
る
発
展
で
あ
る
、
即
ち
生

命
は
一
方
の
場
合
自
己
自
身
に
内
面
的
に
止
ま
り
、
他
方
の
場
合
自
己
を
外
面
化
し
、
無
機
的
物
質
の
利
用
に
自

己
を
奪
わ
れ
る
。
知
性
が
本
能
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
こ
の
相
反
性
に
基
づ
き
、
本
能
の
う
ち
に
は

知
性
の
言
葉
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
得
な
い
、
従
っ
て
分
析
さ
れ
得
な
い
本
質
的
な
も
の
が
存
す
る
。
知
性
が
す
べ

て
の
物
を
機
械
的
に
取
扱
う
に
反
し
、
本
能
は
い
わ
ば
有
機
的
な
行
き
方
を
し
て
、
生
命
が
そ
れ
に
よ
っ
て
物
質

を
組
織
す
る
仕
事
を
継
続
す
る
。
一
の
種
が
他
の
種
に
つ
い
て
或
る
特
殊
の
点
に
関
し
て
所
有
す
る
本
能
的
知
識

は
そ
の
根
を
生
命
の
統
一
そ
の
も
の
の
う
ち
に
有
す
る
の
で
あ
り
、
生
命
は
そ
の
際
自
己
自
身
に
対
し
て
完
全
に

共
感
的
で
あ
る
。＊

か
く
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
本
能
の
本
質
は
一
種
の
共
感 sym

pathie 

で
あ
り
、
文
字
通
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り
の
意
味
に
お
い
て
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
能
と
知
性
と
は
か
よ
う
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
も
、
そ
れ
ら
は
何
等
か
の
点
に
お
い
て
結
合
し
、
一
致
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
を
互
い
に
ど
こ
ま

で
も
排
斥
的
な
も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
べ
ル
グ
ソ
ン
の
非
合
理
主
義
、
直
観
主
義
の
立
場
が
見
ら
れ
、
我
々
は

彼
の
こ
の
立
場
に
単
純
に
同
意
し
難
い
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
本
能
は
つ
ね
に
盲
目
で
あ
る
の
で
な
く
、
ま
た
不
変

で
あ
る
の
で
も
な
い
と
論
じ
、次
の
如
く
云
っ
て
い
る＊
＊。
人
間
は
下
級
の
動
物
が
有
す
る
す
べ
て
の
衝
動
を
有
し
、

そ
の
ほ
か
に
な
お
多
数
の
衝
動
を
有
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
本
能
と
理
性
と
の
間
に
は
何
等
実
質
的
な
反
対
は

存
し
な
い
。
理
性
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
如
何
な
る
衝
動
を
も
禁
止
し
得
な
い
、
ひ
と
つ
の
衝
動
を
中
和
し
得
る

唯
一
の
も
の
は
他
の
方
向
の
衝
動
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
理
性
は
想
像
を
刺
戟
し
以
て
他
の
方
向
の
衝
動
を
解
き
放

つ
よ
う
な
推
論
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
想
像 im

agination 

は
理
性
と

本
能
と
の
中
間
で
あ
る
と
云
い
得
べ
く
、
理
性
は
想
像
を
媒
介
と
す
る
特
殊
な
推
論
に
よ
っ
て
本
能
を
動
か
し
得

る
こ
と
に
な
る
。
構
想
力
は
本
来
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
と
同
時
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
し
て
か
か
る
も
の
で
あ
り
得

る
の
で
あ
る
。
知
性
と
本
能
と
は
生
命
の
二
つ
の
主
要
な
発
展
の
線
の
極
点
を
現
す
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
云
っ
て
い

る
が
、
両
者
は
構
想
力
に
お
い
て
は
一
つ
で
あ
る
。
社
会
の
諸
制
度
、
社
会
そ
の
も
の
は
単
な
る
本
能
に
基
づ
く

の
で
は
な
い
、
そ
れ
ら
は
ま
た
単
な
る
理
性
の
論
理
に
従
う
の
で
も
な
い
、
そ
れ
ら
は
構
想
力
の
論
理
に
従
っ
て
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作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
理
性
の
論
理
は
寧
ろ
原
始
論
理 U

rlogik 

と
も
い
う
べ
き
構
想
力
の
論
理
か
ら
抽
象
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

＊
　B

ergson, L’évolution créatrice, p. 179 et suiv.

＊
＊
　W

illiam
 Jam

es, The principles of psychology, Vol. II, p. 393.

す
で
に
云
っ
た
よ
う
に
制
度
は
本
能
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ
な
い
。
か
く
の
如
き
は
社
会
的
な
も
の
を
生
物
学

的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
寧
ろ
本
能
に
替
る
も
の
が
制
度
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
習
慣
は
ま
た

こ
の
よ
う
に
本
能
に
替
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
本
能
も
不
変
で
な
い
と
云
い
、
そ
し
て
次
の

如
く
書
い
て
い
る
、「
こ
の
よ
う
な
本
能
の
過
渡
性
か
ら
引
き
出
さ
る
べ
き
自
然
的
結
論
は
、
大
多
数
の
本
能
は

習
慣
を
生
起
さ
せ
る
た
め
に
植
え
附
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
目
的
が
ひ
と
た
び
達
成
さ
れ
る
と
、
本
能
そ

の
も
の
は
、
本
能
と
し
て
は
、
心
的
経
済
の
う
ち
に
お
い
て
存
在
理
由
を
有
せ
ず
、
従
っ
て
褪
せ
て
ゆ
く
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」＊

。
本
能
は
身
体
構
造
上
の
相
続
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
た
行
動
の
様
式
で
あ
る
と
も
、
行
動
に
対
す

る
相
続
さ
れ
た
性
向
で
あ
る
と
も
、
社
会
心
理
学
者
た
ち
は
定
義
し
て
い
る
が
、
簡
単
に
は
、
遣
伝
的
自
然
で
あ

る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
習
慣
は
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
こ
の
第
一
の
自
然
に
替
る
の
で
あ
る
。
制
度
は
単

に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
て
同
時
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
能
的
な
も
の
で
あ
る
よ
り
も
習
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慣
的
な
も
の
で
あ
る
。

＊
　Jam

es, O
p. cit., Vol. II, p. 402.

習
慣
は
ひ
と
つ
の
自
然
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
が
習
慣
論
の
中
で
、
無
機
物
の
世
界
は

宿
命
の
国 l’em

pire du D
estin 

で
あ
り
、
有
機
的
生
命
の
世
界
は
自
然
の
国 l’em

pire de la N
ature 

で
あ
る
と

云
っ
た
意
味
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。＊

全
く
機
械
的
で
外
的
必
然
性
に
の
み
支
配
さ
れ
る
物
体
は
習
慣

と
い
う
も
の
を
有
し
な
い
。
習
慣
を
有
し
得
る
も
の
は
変
化
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
こ
の
変

化
は
単
な
る
場
所
の
変
化
の
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ひ
と
つ
の
石
を
百
度
続
け
て
同
じ
方
向
に
同

じ
速
度
で
投
げ
た
と
し
て
も
、
石
は
そ
の
た
め
に
習
慣
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
反
覆
と
い
う
こ

と
か
ら
習
慣
を
説
明
す
る
機
械
的
な
見
方
は
却
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
習
慣
は
最

初
の
行
為
と
共
に
始
ま
る
と
云
っ
て
い
る
。
行
為
の
各
々
の
遂
行
に
お
い
て
変
化
が
な
い
な
ら
ば
、
如
何
に
反
覆

し
て
も
変
化
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
反
覆
は
せ
い
ぜ
い
顕
な
或
は
隠
れ
た
結
果
の
総
和
を
作
り
出
す
に
過
ぎ

ぬ
。
反
覆
の
数
及
び
反
覆
の
事
実
そ
の
も
の
は
偶
然
的
で
あ
る
。
す
べ
て
の
行
為
は
始
ま
り
つ
つ
あ
る
習
慣
と
見

做
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
結
果
は
蓄
積
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
眼
に
見
ゆ
る
も
の
と
は
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
し
ば
し
ば
そ
の
通
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
反
覆
が
つ
ね
に
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
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し
く
、
一
つ
の
行
為
が
時
と
し
て
た
だ
一
撃
で
新
し
い
習
慣
を
作
り
得
な
い
と
も
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
反
覆
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
学
ぶ
場
合
に
お
い
て
も
、
種
々
の
反
覆
が
同
一
の
価
値
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
反
覆
の
数

が
減
少
さ
れ
得
な
い
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る＊
＊。

い
ず
れ
に
し
て
も
習
慣
は
機
械
的
に
説
明
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
習
慣
は
単
に
ひ
と
つ
の
状
態
で
な
く
、
却
っ
て
ひ
と
つ
の
傾
向
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や

存
し
な
い
ま
た
未
だ
存
し
な
い
変
化
に
と
っ
て
、
即
ち
可
能
な
る
変
化
に
と
っ
て
存
続
す
る
ひ
と
つ
の
傾
向
性
で

あ
る
。
習
慣
は
単
に
可
変
性
を
含
む
の
み
で
な
く
、
傾
向
性
も
し
く
は
内
的
能
力
に
お
け
る
変
化
を
前
提
し
て
い

る
。
従
っ
て
可
能
性
と
現
実
性
、
内
と
外
と
い
う
が
如
き
区
別
が
そ
の
物
の
本
質
的
構
造
に
属
す
る
も
の
に
し
て

習
慣
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
直
接
性
と
同
質
性
の
世
界
、
無
機
的
秩
序
の
世
界
に
お
い
て
は
習
慣
は
存
し
得
な

い
。
習
慣
を
作
り
得
る
も
の
は
内
的
自
発
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
ま
た
絶
対
に
自
発
的

な
も
の
、能
動
的
な
も
の
、絶
対
に
自
由
な
も
の
も
習
慣
を
作
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
云
っ
た
如
く
、

習
慣
は
意
志
と
自
然
と
の
比
例
中
項
で
あ
る
。
自
然
は
意
識
の
う
ち
へ
喰
入
っ
て
い
る
、
他
方
自
由
は
自
然
の
う

ち
へ
流
れ
込
ん
で
い
る
、
自
然
の
底
に
自
由
が
見
ら
れ
る
と
共
に
意
識
の
底
に
自
然
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
習

慣
に
お
い
て
は
自
然
と
自
由
と
が
一
つ
で
あ
り
、
受
動
性
と
能
動
性
と
が
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
習

慣
は
自
然
的
自
発
性 la spontanéité naturelle 

で
あ
る
。
習
慣
は
我
々
の
意
志
の
う
ち
に
の
み
で
な
く
我
々
の
思
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惟
の
う
ち
に
も
働
い
て
お
り
、
習
慣
の
法
則
は
道
徳
、
芸
術
、
科
学
等
、
高
度
の
精
神
的
活
動
の
領
域
に
お
い
て

も
認
め
ら
れ
る
。
習
慣
は
生
命
の
、意
識
の
原
形
式
で
あ
る
。
習
慣
は
作
ら
れ
た
自
然 la nature naturée 

と
し
て
、

作
る
自
然 la nature naturante 

の
所
産
で
あ
り
且
つ
顕
現
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
本
能
は
記
憶

の
形
式
の
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
が
、む
し
ろ
習
慣
が
そ
う
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
習
慣
と
本
能
、

習
慣
と
自
然
と
の
間
に
は
程
度
の
差
異
し
か
な
く
、
こ
の
差
異
は
無
限
に
縮
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
ラ
ヴ

ェ
ッ
ソ
ン
は
云
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
も
し
習
慣
が
記
憶
の
形
式
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
う
ち
に
習
慣

の
作
用
が
認
め
ら
れ
る
一
切
の
も
の
は
構
想
力
の
論
理
に
従
う
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
生
命
を
単
に
生

物
学
的
な
も
の
と
見
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
生
物
学
的
自
然
を
歴
史
的
自
然
の
う
ち
に
お
い
て
考
え
よ
う
と
す
る

立
場
に
あ
っ
て
は
斯
く
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
神
話
の
項
に
お
い
て
論
じ
た
如
く
、
記
憶
の

問
題
は
構
想
力
の
問
題
で
あ
る
。
古
来 fantasiva 

と
か im

ago 

と
か
と
云
わ
れ
た
の
は
主
と
し
て
記
憶
像
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
構
想
力
の
問
題
は
単
に
創
造
の
問
題
で
な
く
、
ま
た
記
憶
の
、
従
っ
て
伝
統
の
問
題
で
あ
る
。
し

か
も
創
造
と
伝
統
と
は
抽
象
的
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
に
依
れ
ば
、「
悟
性
と
意
志
と

は
非
連
続
と
抽
象
的
な
も
の
の
ほ
か
限
定
し
な
い
。自
然
が
具
体
的
な
連
続
、実
在
性
の
充
実
を
作
る
の
で
あ
る
」。

意
志
が
限
界
を
決
定
し
形
を
限
定
す
る
の
は
、
心
の
底
に
音
な
く
し
て
流
れ
る
無
意
的
な
自
発
性
の
間
断
な
き
流
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に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
反
省
的
思
惟
は
そ
れ
に
先
立
つ
直
接
性
と
し
て
、
そ
こ
で
は
観
念
と
こ
れ
を
思
惟
す
る

主
体
と
が
区
別
さ
れ
な
い
直
観
を
含
ん
で
い
る
。
悟
性
と
意
志
と
は
極
限
に
し
か
、
終
末
に
し
か
、
両
端
に
し
か

関
係
し
な
い
。そ
の
あ
い
ま
は
中
間
の
無
限
に
可
分
な
連
続
を
含
む
。連
続
は
不
可
分
の
中
項
を
含
み
、そ
こ
で
は
、

中
間
の
あ
ら
ゆ
る
拡
が
り
に
お
い
て
、
一
方
の
端
或
は
他
方
の
端
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
距
離
で
あ
る
に
せ
よ
、
両
端

が
相
接
し
、
反
対
の
も
の
が
一
つ
に
な
る
。
分
た
れ
た
極
限
と
し
て
の
極
限
の
知
性
は
中
間
の
知
性
を
含
む
、
ま

た
目
的
の
意
志
は
手
段
の
意
志
を
含
む
。
こ
の
意
志
と
こ
の
知
性
と
は
な
お
間
接
の
も
の
で
し
か
あ
り
得
ず
、
か

く
し
て
無
限
に
進
む
。
ひ
と
は
無
限
に
可
分
な
中
間
を
決
し
て
尽
し
得
ず
、
従
っ
て
ま
た
決
し
て
再
び
積
分
し
得

な
い
。
両
端
の
間
接
的
な
知
性
と
意
志
と
は
従
っ
て
中
間
の
直
接
的
な
知
性
と
意
志
と
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
直
接
的
な
知
性
と
意
志
と
は
中
間
の
あ
ら
ゆ
る
拡
が
り
に
お
い
て
の
運
動
に
お
け
る
中
項
の
如
き
も
の
で

あ
る
。
両
端
は
そ
こ
で
は
到
る
処
相
接
し
、
始
と
終
と
は
そ
こ
で
は
一
つ
に
な
る
。
こ
の
直
接
的
な
知
性
は
、
そ

こ
で
観
念
が
存
在
の
う
ち
に
融
け
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
具
体
的
思
惟
で
あ
り
、
こ
の
直
接
的
な
意
志
は
、
欲
求 

désir 

或
は
寧
ろ
所
有
す
る
と
同
時
に
欲
求
す
る
と
こ
ろ
の
愛
で
あ
る
。
こ
の
思
惟
と
こ
の
欲
求
、
愛
の
運
動
の

う
ち
に
実
体
化
さ
れ
た
こ
の
観
念
、
そ
れ
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
る
に
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
が
か
よ
う
に
「
観
念
が
存

在
の
う
ち
へ
融
け
合
っ
て
い
る
具
体
的
思
惟
」la pensée concrète, où l’idée est confondue dans l’être 

と
云
い
、
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「
所
有
す
る
と
同
時
に
欲
求
す
る
愛
」 l’am

our, qui possède et qui désire en m
êm

e tem
ps 

と
云
い
、「
愛
の
運

動
の
う
ち
に
実
体
化
さ
れ
た
観
念
」l’idée substantialisée dans le m

ouvem
ent de l’am

our 

と
云
い
、
そ
し
て

最
後
に
「
自
然
」
と
云
う
も
の
は
、
構
想
力
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
も
、
悟
性
の
あ
ら

ゆ
る
作
用
は
運
動
の
構
想 im

agination 

を
含
む
と
述
べ
て
い
る
。
悟
性
と
意
志
と
の
根
柢
に
は
構
想
力
が
あ
る
。

単
に
合
理
的
と
も
単
に
非
合
理
的
と
も
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
構
想
力
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
由
と
自
然

と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
運
動
と
状
態
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
構
想
力
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
習

慣
は
変
化
を
予
想
す
る
、
変
化
し
得
る
も
の
に
し
て
習
慣
を
作
り
得
る
。
し
か
る
に
変
化
は
時
間
を
離
れ
て
考
え

ら
れ
な
い
。
無
機
的
存
在
は
時
間
と
何
等
限
定
さ
れ
た
関
係
を
有
せ
ず
、
生
命
あ
る
も
の
に
し
て
初
め
て
時
間
と

の
内
的
関
係
を
含
む
。
し
か
し
習
慣
は
単
な
る
変
化
で
な
く
、
却
っ
て
持
続
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
変
化
が

時
間
的
で
あ
る
に
対
し
、
持
続
の
根
本
形
式
は
空
間
で
あ
る
。
す
べ
て
生
命
あ
る
も
の
は
時
間
的
で
あ
る
と
同
時

に
空
間
的
で
あ
り
、
習
慣
は
生
命
の
原
形
式
で
あ
る
と
云
い
得
る
。
時
間
と
空
間
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
形

が
生
ず
る
。
習
慣
的
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
形
は
生
じ
な
い
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
の
論
理
は
ま
さ

に
形
の
論
理
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
論
理
は
時
間
即
空
間
、
空
間
即
時
間
と
い
う
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
す
べ
て

生
命
あ
る
も
の
は
形
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
個
体
で
あ
る
。
個
体
は
生
命
と
共
に
始
ま
る
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の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ま
た
習
慣
を
有
し
得
る
も
の
は
個
体
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　Félix R

avaisson, D
e l’habitude, N

ouvelle édition 1933.

＊
＊
　P. G

uillaum
e, La form

ation des habitudes, 1936.

と
こ
ろ
で
個
人
に
お
い
て
習
慣
で
あ
る
も
の
は
社
会
に
お
い
て
は
慣
習
で
あ
る
。
習
慣 habit 

の
概
念
と
慣
習 

custom
 

の
概
念
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
、
こ
れ
は
概
念
上
の
区
別
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
語
は
屡
々

互
い
に
流
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
パ
ス
カ
ル
は
云
っ
て
い
る
、＊

「
習
慣
は
我
々
の
自
然
で
あ
る
」。「
習
慣
は
第

一
の
自
然
を
破
壊
す
る
第
二
の
自
然
で
あ
る
。
だ
が
自
然
と
は
何
か
。
ど
う
し
て
習
慣
は
自
然
的
で
な
い
の
か
。

習
慣
が
第
二
の
自
然
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
自
然
そ
の
も
の
が
第
一
の
習
慣
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
か
を
私
は
甚

だ
恐
れ
る
の
で
あ
る
」。
ま
た
曰
く
、「
ひ
と
つ
の
結
果
が
つ
ね
に
同
様
に
生
ず
る
の
を
見
る
と
き
、
我
々
は
そ
れ

か
ら
ひ
と
つ
の
自
然
的
必
然
性
を
結
論
す
る
」。「
我
々
の
自
然
的
原
理
と
い
う
の
は
我
々
の
習
慣
的
に
な
っ
た
原

理
の
ほ
か
の
何
で
あ
る
か
。
…
…
違
っ
た
習
慣
は
我
々
に
違
っ
た
自
然
的
原
理
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は
経

験
に
よ
っ
て
分
る
」。「
全
人
生
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
も
の
は
職
業
の
選
択
で
あ
る
、偶
然
が
そ
れ
を
決
定
す
る
。

習
慣
が
石
工
、
軍
人
、
屋
根
師
を
作
る
。
…
…
子
供
の
時
に
こ
れ
ら
の
職
業
が
称
讃
さ
れ
、
そ
し
て
他
の
す
べ
て

の
職
業
が
非
難
さ
れ
る
の
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、ひ
と
は
選
択
す
る
。…
…
か
く
も
習
慣
の
力
は
偉
大
で
あ
る
」。
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こ
れ
ら
の
場
合
絶
え
ず coutum

e 

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
習
慣
と
訳
し
て
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
。
パ

ス
カ
ル
の
こ
れ
ら
の
言
葉
の
う
ち
に
我
々
は
、「
自
然
の
法
則
は
そ
の
習
慣
で
あ
る
」
と
い
う
、
そ
し
て
習
慣
の

如
く
或
る
偶
然
を
含
む
と
い
う
ブ
ト
ル
ー
の
思
想
の
先
駆
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
、「
エ
ト
ス（
習
慣
）は
実
に
自
然
の
如
き
も
の
で
あ
る
」 w

{sper ga;r fuvsiV h[dh to; e[qoV. 

と
云
っ
た
が＊
＊、我
々

は
む
し
ろ
パ
ス
カ
ル
と
共
に
こ
れ
を
裏
返
し
て
、
自
然
は
実
に
習
慣
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
我
々
は
右
の
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
の
う
ち
に
、
認
識
、
特
に
因
果
の
認
識
に
対
す
る
習
慣
の
、
そ

し
て
一
般
に
構
想
力
の
意
義
を
主
張
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
等
の
経
験
論
の
先
駆
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で coutum

e 

と
い
う
語
が
個
人
的
習
慣
の
意
味
に
も
社
会
的
慣
習
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
は
偶
然
で
な
く
、
そ
こ
に
後
に
述
べ
る
よ
う
な
個
人
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
つ
の
重
要
な
問
題
が
含

ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
制
度
は
さ
し
あ
た
り
個
人
的
な
習
慣
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
社
会
的
な
慣
習
で
あ

る
。
社
会
に
お
け
る
慣
習
は
個
人
に
お
け
る
習
慣
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
か
か
る
慣
習
は
仔
細
に

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　Pascal, Pensées, 89, 91, 92, 93, 97.

＊
＊
　A

ristoteles, D
e m

em
oria, 452 a 28.

【「
記
憶
と
想
起
に
つ
い
て
」『
自
然
学
小
論
集
』】
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「
自
然
は
自
己
を
模
倣
す
る
。
善
い
土
地
に
投
ぜ
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
穀
粒
は
実
を
結
ぶ
。
善
い
心
の
う
ち
に
投

ぜ
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
原
理
は
実
を
結
ぶ
。
数
は
空
間
を
模
倣
す
る
、
そ
れ
ら
は
い
と
も
異
な
る
性
質
の
も
の
で
は

あ
る
が
。＊

す
べ
て
は
同
じ
主
に
よ
っ
て
作
ら
れ
且
つ
導
か
れ
る
、
根
、
枝
、
実
、
端
初
、
帰
結
」、
と
パ
ス
カ
ル

は
記
し
て
い
る＊
＊。
自
然
の
原
理
が
模
倣
で
あ
る
よ
う
に
、
習
慣
の
、
そ
し
て
慣
習
の
原
理
も
模
倣
で
あ
る
。
自
然

と
習
慣
乃
至
慣
習
と
が
互
い
に
容
易
に
入
れ
代
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
共
に
同
一
の
原
理
か
ら
出
て

い
る
の
に
依
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、「
自
然
は
多
様
化
し
そ
し
て
模
倣
す
る
、
人
為
は
模
倣
し
そ
し

て
多
様
化
す
る
」N

ature diversifie et im
ite, artifice im

ite et diversifie

（Pensées, 120

）。
習
慣
も
慣
習
も
単

な
る
自
然
で
な
く
て
人
間
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
習
慣
に
お
い
て
は
個
体
は
自
己
自
身
を
模
倣
す
る
に
反
し
、
慣

習
に
お
い
て
は
無
数
の
個
体
が
互
い
に
模
倣
し
合
う
。
前
の
場
合
、
個
体
は
限
り
な
く
自
己
の
う
ち
に
自
己
を
写

そ
う
と
し
、
後
の
場
合
、
無
数
の
個
体
が
限
り
な
く
互
い
に
他
を
写
し
合
お
う
と
す
る
。
前
者
は
直
線
的
で
あ
り
、

後
者
は
円
環
的
で
あ
る
、
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
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＊
　
こ
の
含
蓄
的
な
言
葉
は
ク
ー
ル
ノ
ー
（A

. C
ournot

）
に
よ
っ
て
彼
の
書
物 O

rigine et des lim
ites de la 

correspondance entre l’algèbre et la géom
étrie, 1847. 

の
題
辞
と
さ
れ
た
。

＊
＊
　Pensées, 119. 

ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
は
こ
の
思
想
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
次
の
方
式
に
関
係
附
け
て
い
る
、「
木
は
推
論

式
の
如
く
生
長
す
る
」。
我
々
は
、
そ
れ
は
構
想
力
の
論
理
に
従
う
、
と
云
う
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
タ
ル
ド
は
単
に
慣
習
の
み
で
な
く
社
会
そ
の
も
の
の
本
質
は
模
倣
で
あ
る
と
考
え
た
。
社
会
と
は
何

か
と
い
う
問
に
対
し
て
、「
社
会
と
は
模
倣
で
あ
る
」 La société, c’est l’m

itation. 

と
彼
は
答
え
る
。＊

彼
に
依
れ

ば
、
宇
宙
の
う
ち
に
は
普
遍
的
反
覆
が
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
物
理
現
象
に
お
け
る
波
動
或
い
は
一
般
に
周
期
的
運

動
、
生
物
学
的
現
象
に
お
け
る
遺
伝
或
は
習
慣
―
―
習
慣
は
内
面
的
遺
伝
で
あ
り
、
遺
伝
は
外
面
化
さ
れ
た
習
慣

で
あ
る
―
―
、
そ
し
て
社
会
現
象
に
お
け
る
模
倣
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
最
も
顕
著
な
普
遍
的
反
覆
の
三
大

形
式
で
あ
る
。
社
会
に
つ
い
て
の
科
学
が
可
能
で
あ
る
の
も
そ
の
う
ち
に
反
覆
の
現
象
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
っ

て
、
科
学
と
い
う
の
は
反
覆
の
側
か
ら
眺
め
ら
れ
た
現
象
の
秩
序
で
あ
る
。
社
会
は
模
倣
的
反
覆
に
よ
っ
て
成
立

す
る
。
模
倣
は
拡
が
っ
て
ゆ
く
が
、
し
か
し
模
倣
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
模
倣
さ
れ
る
或
る
物
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
模
倣
に
対
す
る
の
は
発
明 invention 

で
あ
る
。
今
日
我
々
の
間
で
い
わ
ば
自
明
の
も
の
と
し
て
通
用
し
て

い
る
も
の
も
そ
の
起
原
に
溯
れ
ば
す
べ
て
発
明
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
模
倣
を
反
覆 répétition 

と
解
し
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た
タ
ル
ド
は
、
発
明
を
適
応 adaptation 

と
解
し
て
い
る
。
タ
ル
ド
の
模
倣
論
に
お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
そ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
基
礎
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
彼
は
次
の
如
く
論
ず
る＊
＊。

我
々
は
云
う
、
ひ
と
が
為
す
よ

う
に
為
す
、
と
。
こ
の
場
合
「
ひ
と
」
と
い
う
の
は
世
間
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
集
団
的
な
非
人
格
的
な

且
つ
同
時
に
普
通
は
無
意
識
的
な
モ
デ
ル
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
が
語
る
よ
う
に
、
ひ
と

が
考
え
る
よ
う
に
、
ひ
と
が
為
す
よ
う
に
、
語
り
、
考
え
、
為
す
に
先
立
っ
て
、
我
々
は
先
ず
彼
ま
た
は
彼
女
が

語
り
、
考
え
、
為
す
よ
う
に
、
語
り
、
考
え
、
為
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
彼
ま
た
は
こ
の
彼

女
は
我
々
の
近
親
の
某
々
で
あ
る
。「
ひ
と
」
の
根
柢
を
よ
く
探
れ
ば
、
我
々
は
つ
ね
に
た
だ
一
定
数
の
彼
等
と

彼
女
等
と
を
見
出
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
か
か
る
人
間
の
数
が
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
混
合
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
こ
の
区
別
は
極
め
て
単
純
な
こ
と
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
或
る
制
度
も
し
く
は
社
会
的
製
作
物
に
お
い
て

個
人
の
発
意
に
対
し
創
造
的
役
割
を
認
め
ず
、
言
語
、
宗
教
、
等
々
は
集
団
的
製
作
物
で
あ
る
な
ど
と
云
う
こ
と

が
何
等
か
説
明
に
な
る
か
の
よ
う
に
信
じ
て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
説

明
は
実
際
は
幻
想
的
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
集
団
的
力
、
従
っ
て
無
数
の
人
間
の
一
定
の
関
係
の
も
と
に

お
け
る
相
似
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
大
き
な
問
題
、
即
ち
如
何
に
し
て
か
く
の
如
き
一
般
的
な
同
化

が
生
じ
得
た
か
と
い
う
問
題
を
避
け
て
い
る
か
ら
。
こ
の
問
題
は
分
析
を
二
人
の
人
間
の
頭
脳
の
間
の
関
係
に
ま
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で
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
答
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
似
と
同
化
は
模
倣
と
そ
の
伝
播
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
、
一
旦
形
成
さ
れ
た
後
伝
統
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
る
と
祖
先
の
模
倣
に
よ
っ
て
永
続
的
に
さ
れ
る
場
合
、

そ
れ
は
個
人
に
対
し
て
し
ば
し
ば
専
制
的
に
働
く
力
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
一
民
族
の
精
神
或
い
は
天
才
な
ど
と

称
せ
ら
れ
る
も
の
も
単
に
便
利
な
符
牒
に
過
ぎ
な
い
、
そ
れ
は
も
ろ
も
ろ
の
個
人
的
独
創
性
の
匿
名
の
綜
合
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
個
人
的
独
創
性
の
み
が
真
の
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
効
果
的
に
活
動
し
つ
つ
あ
る

も
の
で
あ
り
、
か
か
る
無
数
の
独
創
性
は
各
社
会
の
う
ち
に
お
い
て
隣
接
社
会
と
の
間
に
行
わ
れ
る
モ
デ
ル
の
絶

え
ざ
る
借
入
及
び
交
換
の
お
か
げ
で
不
断
の
醗
酵
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。
集
団
的
な
非
人
格
的
な
天
才
と
い
う

も
の
は
無
限
に
多
く
の
個
人
的
天
才
の
函
数
で
あ
っ
て
、
そ
の
係
数
で
は
な
い
。
各
個
人
は
す
べ
て
或
る
天
才
で

あ
り
、
或
る
独
創
性
で
あ
る
。
タ
ル
ド
に
依
れ
ば
発
明
は
適
応
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
観
念
の
調
和
を
意
味
し
、
こ

の
も
の
が
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
調
和
の
母
で
あ
る
。
人
間
の
あ
い
だ
の
す
べ
て
の
聯
合
の
根
柢
に
、
も
と
、
一
人
の

同
一
の
人
間
の
観
念
の
あ
い
だ
に
お
け
る
聯
合
が
あ
る
。
即
ち
個
人
的
天
才
が
一
切
の
社
会
的
調
和
の
真
の
源
泉

で
あ
る
。
か
く
し
て
す
べ
て
は
そ
の
起
原
に
お
い
て
個
人
的
で
あ
る
、
と
タ
ル
ド
は
考
え
る
。
基
本
的
な
社
会
的

反
覆
は
最
初
の
模
倣
者
の
個
人
的
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
が
巨
大
な
感
染
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
し
て
基
本
的
な
社

会
的
適
応
は
模
倣
さ
る
べ
く
定
め
ら
れ
た
個
人
的
発
明
、
言
い
換
え
る
と
先
ず
一
人
の
人
間
の
精
神
に
お
け
る
二
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つ
の
模
倣
の
幸
福
な
交
叉
で
あ
る
、
こ
の
も
と
全
く
内
面
的
な
調
和
の
傾
向
は
拡
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
外

に
現
す
の
み
で
な
く
、
か
か
る
模
倣
的
流
布
に
よ
っ
て
他
の
発
明
と
結
び
附
き
、
か
く
て
最
後
に
調
和
の
連
続
的

な
複
雑
化
と
調
和
化
と
に
よ
っ
て
人
間
精
神
の
集
団
的
製
作
物
、
文
法
、
神
学
、
法
典
、
労
働
の
組
織
、
道
徳
等

が
形
成
さ
れ
る
。
す
べ
て
は
極
微
か
ら
来
り
、
そ
し
て
恐
ら
く
す
べ
て
は
極
微
に
還
る
。
眼
に
見
え
る
宇
宙
を
構

成
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
眼
に
見
え
ぬ
も
の
、
一
見
無
で
あ
る
よ
う
な
も
の
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か

ら
あ
ら
ゆ
る
実
在
が
尽
き
る
こ
と
な
く
出
て
来
る
、
と
考
え
ら
れ
た
。

＊
　G

. Tarde, Les lois de l’im
itation, p. 95.

＊
＊
　Voir G

. Tarde, Les lois sociales.

我
々
は
か
よ
う
な
タ
ル
ド
の
見
解
を
単
純
に
個
人
主
義
と
し
て
非
難
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
数
の
個
人
は
モ
ナ

ド
ロ
ジ
ー
的
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
。
各
人
は
タ
ル
ド
に
従
え
ば
万
人
の
間
に
お
い
て
そ
れ
と
見
分
け
得
る
彼
自

身
の
分
明
な
特
徴
に
よ
っ
て
印
し
附
け
ら
れ
、
固
有 sui generis 

の
も
の
、
独
創
的
な
も
の
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

モ
ナ
ド
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
無
数
の
モ
ナ
ド
は
互
い
に
写
し
合
う
こ
と
に

よ
っ
て
世
界
を
作
る
よ
う
に
、
社
会
は
タ
ル
ド
に
お
い
て
無
数
の
個
人
が
互
い
に
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作

ら
れ
る
。
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
何
よ
り
も
模
倣
的
存
在
で
あ
る
。
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
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ー
の
基
礎
に
予
定
調
和
説
が
あ
る
よ
う
に
、
タ
ル
ド
に
お
い
て
も
模
倣
は
も
と
よ
り
発
明
も
、
観
念
の
間
の
調

和
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
あ
い
だ
の
調
和
を
作
る
も
の
と
見
ら
れ
た
。
彼
は
反
覆
と
適
応
と
の
中
間
に

反
対 opposition 
の
現
象
を
考
え
た
が
、
こ
の
も
の
は
彼
に
お
い
て
む
し
ろ
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
発
明
的

な
、
従
っ
て
調
和
的
な
天
才
を
刺
戟
す
べ
く
敵
対
的
な
力
の
緊
張
を
喚
び
起
す
た
め
の
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
し

な
が
ら
タ
ル
ド
の
模
倣
論
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
主
知
主
義
を
破
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
破
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
模
倣
は
単
に
知
的
な
過
程
で
あ
り
得
な
い
。
ひ
と
は
知
っ
て
後
に
模
倣
す
る
よ
り
も
模
倣
に
よ
っ
て
知
る
の

で
あ
る
。
タ
ル
ド
は
模
倣
は
感
応
作
用 suggestion 

で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
模
倣
は
一
種
の
夢
遊
病 

som
nam

bulism
e 

で
あ
る
と
云
い
、
社
会
的
存
在
即
ち
模
倣
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
真
の
夢
遊
病
者
の
如
き
も

の
で
あ
る
と
も
書
い
て
い
る
。
社
会
的
状
態
は
催
眠
状
態
と
同
じ
く
夢
の
一
形
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
見
ら
れ

て
い
る
。
暗
示
さ
れ
た
観
念
し
か
有
し
な
い
で
こ
れ
を
自
発
的
な
も
の
と
信
じ
て
い
る
こ
と
、
か
く
の
如
き
が
夢

遊
病
者
に
特
有
な
幻
覚
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
社
会
的
人
間
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
か

か
る
幻
覚
が
生
じ
得
る
た
め
に
は
共
感 sym

pathie 
の
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
タ
ル
ド
は
初
め
模
倣

の
基
礎
に
、
従
っ
て
社
会
の
根
柢
に
共
感
で
な
く
威
光 prestige 

を
置
い
た
が
、
や
が
て
彼
は
こ
の
意
見
を
訂
正

し
て
記
し
て
い
る
、＊

「
共
感
こ
そ
社
会
性
の
第
一
の
源
泉
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
模
倣
の
、
羨
望
的
な
ま
た
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打
算
的
な
模
倣
す
ら
の
、
敵
の
模
倣
す
ら
の
顕
な
或
い
は
隠
れ
た
魂
で
あ
る
。
た
だ
共
感
そ
の
も
の
が
相
互
的
で

あ
る
前
に
一
方
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」。
い
ず
れ
に
し
て
も
共
感
な
し
に
は

模
倣
は
あ
り
得
な
い
。
リ
ボ
ー
の
云
う
如
く
、
共
感
と
模
倣
と
は
同
一
の
現
象
の
二
つ
の
面
で
あ
る
、
共
感
は
現

象
の
特
に
受
動
的
な
側
を
、
模
倣
は
そ
の
能
動
的
な
側
を
現
す
に
過
ぎ
ぬ＊
＊。

模
倣
は
そ
の
知
的
な
面
を
、
共
感
は

そ
の
感
情
的
な
面
を
現
す
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
模
倣
と
共
感
と
は
構
想
力
の
両
面
に
相
応
し
て
い
る
。
タ

ル
ド
の
模
倣
論
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
を
比
較
す
る
と
き
想
い
起
さ
れ
る
の
は
微
小
表
象 petites 

perceptions 

の
思
想
で
あ
る
。
微
小
表
象
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
調
和
説
の
重
要
な
基
礎
と
な
っ
て
お
り
、
彼
は
ま

た
そ
れ
に
よ
っ
て
美
の
問
題
を
考
え
た
。
そ
し
て
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
い
わ
ゆ
る
構
想
力
の
論
理
も
そ
こ
に
出
発

点
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
模
倣
の
根
柢
に
構
想
力
の
論
理
を
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々

は
知
っ
て
後
に
模
倣
す
る
の
で
な
く
、
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
見
る
も
の
を
模
倣
す

る
の
で
な
く
、
想
像
す
る
も
の
を
模
倣
す
る
の
で
あ
る
。
或
は
一
層
正
確
に
云
え
ば
、
我
々
が
想
像
す
る
も
の
に

従
っ
て
見
る
も
の
を
模
倣
す
る
の
で
あ
る
。
模
倣
に
と
っ
て
根
本
的
な
も
の
は perception 

で
な
く
て im

age 

で

あ
る
。
例
え
ば
人
間
は
神
の im

age 

で
あ
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は im

itation 

を
意
味
す
る
如
く
、im

itation 

と im
agination 

と
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る＊
＊
＊。
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＊
　Les lois de l’im

itation, p. 85 note.
＊
＊
　Th. R

ibot, La psychologie des sentim
ents, p. 238.

＊
＊
＊
　A

. Petitjean, Im
agination et réalisation, p. 124 et suiv.

【A
rm

and Petitjean, 1913-2003

】

と
こ
ろ
で
一
方
、
我
々
が
模
倣
に
よ
っ
て
知
る
の
は
我
々
と
他
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
。
他
と
共
通
の
も
の
の

ほ
か
我
々
は
他
に
お
い
て
模
倣
し
得
な
い
。
模
倣
の
関
係
が
存
在
す
る
た
め
に
は
二
人
の
人
間
の
あ
い
だ
に
共
通

の
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
等
が
そ
の
根
柢
に
お
い
て
或
る
共
通
の
も
の
、
或
る
一
般
的
な
も
の
に
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
模
倣
は
可
能
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
模
倣
に
お
い
て
我
々
は
、
同
一
化
に
至

る
ま
で
他
の
も
の
に
従
う
と
見
え
る
瞬
間
に
も
な
お
、
他
と
異
な
る
我
々
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら

我
々
は
た
だ
他
の
人
間
も
し
く
は
他
の
物
の
ほ
か
模
倣
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
同
質
性
へ
の
運
動
に
お
い
て
異

質
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
タ
ル
ド
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
社
会
学
は
模
倣
の
こ
の
後
の
方
面
を
明
ら
か
に
す
る
け

れ
ど
も
、
前
の
方
面
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
各
々
の
独
創
的
な
発
明
的
な
人
間
が
互
い
に
他
を
模

倣
し
合
う
と
し
て
も
、如
何
に
し
て
そ
こ
か
ら
一
つ
の
定
ま
っ
た
形
が
生
じ
得
る
か
は
説
明
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

各
々
の
人
間
か
ら
模
倣
線 rayon im

itatif 

が
放
射
さ
れ
、
社
会
生
活
は
こ
の
模
倣
線
の
錯
綜
し
た
交
叉
で
あ
る

と
タ
ル
ド
は
述
べ
て
い
る
が
、
か
よ
う
な
交
叉
か
ら
如
何
に
し
て
一
つ
の
統
一
的
な
形
が
纏
っ
て
く
る
こ
と
が
で
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き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
タ
ル
ド
は
そ
れ
ら
の
模
倣
線
の
間
の
干
渉
は
無
数
で
あ
る
と
云
う
の
み
で
あ
る
。＊

し
か
る

に
社
会
は
統
一
的
な
形
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
制
度
は
社
会
の
有
す
る
か
か
る
形
を
意
味
し
て
い
る
。
か
か
る

形
な
し
に
は
社
会
は
考
え
ら
れ
な
い
。
制
度
の
根
柢
に
民
族
精
神
の
統
一
を
考
え
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
の
も
そ

の
た
め
で
あ
る
。
フ
ュ
ス
テ
ル
・
ド
ゥ
・
ク
ゥ
ラ
ン
ジ
ュ
は
古
代
法
に
つ
い
て
、
タ
ル
ド
の
見
解
と
は
反
対
に
、

そ
れ
ら
を
発
明
し
た
の
は
一
人
の
人
間
で
な
い
、
ソ
ロ
ン
、
リ
ュ
ク
ゥ
ル
ゴ
ス
、
ミ
ノ
ス
、
マ
ヌ
は
彼
等
の
国
の

法
律
を
成
文
化
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
等
が
そ
れ
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
、
も
し
立
法
者
の
も
と
に
彼
の
天
才
の
力

に
よ
っ
て
法
典
を
創
造
し
、
こ
れ
を
他
の
人
間
に
課
す
る
一
人
の
人
間
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
立
法
者
は

古
代
人
の
間
に
は
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
云
っ
て
い
る＊
＊。

模
倣
の
条
件
は
共
感
即
ち
パ
ト
ス
を
共
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
共
感
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
個
人
の
根
柢
に
或
る
パ
ト
ス
的
に
し
て
一
般
的
な
も
の
が

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
民
族
と
い
う
が
如
き
も
の
は
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
単
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
、

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
を
基
礎
に
し
て
は
個
人
の
独
立
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
無
数
の
独
立
な
個
人
と
民
族

と
い
う
が
如
き
一
般
的
な
も
の
と
の
結
合
は
知
的
に
し
て
同
時
に
感
情
的
な
構
想
力
の
論
理
に
基
づ
い
て
考
え
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
先
に
記
し
た
如
く
、「
自
然
は
多
様
化
し
そ
し
て
模
倣
す
る
」
と
パ
ス
カ
ル
は
云
っ

た
。
そ
し
て
彼
は
ま
た
「
一
切
は
一
で
あ
る
、一
切
は
多
で
あ
る
」Tout est un, tout est divers. 

と
書
い
て
い
る＊
＊
＊。
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パ
ス
カ
ル
も
考
え
た
如
く
自
然
も
模
倣
の
論
理
に
従
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
論
理
は
一
即
多
、
多
即
一

と
い
う
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
理
の
発
展
に
お
い
て
民
族
も
世
界
も
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

＊
　Les lois sociales, p. 81.

＊
＊
　La cité antique, p. 220.

＊
＊
＊
　Pensées, 116.

四

す
べ
て
の
制
度
的
な
も
の
は
慣
習
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
制
度
の
規
定
と
し
て
は
不
十
分

で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
初
め
に
述
べ
た
如
く
、
制
度
は
第
三
に
ノ
モ
ス
的
な
即
ち
法
的
な
、
規
範
的
な
性

質
を
具
え
て
お
り
、
こ
れ
が
寧
ろ
制
度
の
本
質
的
な
規
定
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
否
、
慣
習
そ
の
も

の
が
す
で
に
制
度
の
一
つ
で
あ
り
、
ジ
ッ
テ Sitte 

―
―
そ
れ
か
ら sittlich

（
道
徳
的
）
と
い
う
語
は
出
て
く
る

―
―
の
意
味
に
お
い
て
或
る
規
範
の
、
命
令
の
性
格
を
担
っ
て
い
る
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は G

ew
ohnheit

（
そ
れ
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は
個
人
的
な
習
慣
の
意
味
に
も
社
会
的
な
慣
習
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
）
の
概
念
と Sitte

（
習
俗
）
の
概
念

と
を
区
別
し
て
、
前
者
は
純
粋
に
外
的
な
も
の
を
い
い
、
規
範
の
契
機
を
含
ま
ぬ
に
反
し
、
後
者
は
規
範
的
な

も
の
、
義
務
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。＊

け
れ
ど
も
こ
の
区
別
は
概
念
上
の
こ
と
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

も
し
も G

ew
ohnheit 

そ
の
も
の
に
す
で
に
法
的
な
と
こ
ろ
、
規
範
的
な
と
こ
ろ
が
存
し
な
い
な
ら
ば
、
か
の 

G
ew

ohnheitsrecht
（
慣
習
法
）
と
い
う
も
の
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
プ
フ
タ
（Puchta

）【G
eorg Friedrich 

Puchta, 1798-1846

】
は
、G

ew
ohnheit 

は
個
人
と
し
て
の
個
人
の
行
動
の
仕
方
に
、Sitte 

は
民
族
の
一
員
と
し
て

の
個
人
の
そ
れ
に
関
す
る
と
し
て
両
者
を
区
別
し
た
。
こ
の
区
別
は
寧
ろ
我
々
が
上
に
述
べ
た
習
慣 habit 

と
慣

習 custom
 

と
の
概
念
上
の
区
別
に
当
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
際
我
々
も
注
意
し
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、

ア
ー
ノ
ル
ト
は
こ
れ
に
対
し
、
プ
フ
タ
の
区
別
は
部
分
的
に
正
し
い
に
過
ぎ
ず
、
個
人
は
つ
ね
に
民
族
の
一
員
で

あ
っ
て
、
彼
等
の
す
べ
て
の
行
為
に
お
い
て
民
族
の
性
向
並
び
に
行
動
の
仕
方
に
従
属
し
、
彼
等
の
最
も
瑣
末
な

習
慣
で
す
ら
そ
れ
か
ら
離
し
て
考
え
ら
れ
得
な
い
、
と
論
じ
て
い
る
。
慣
習
法 G

ew
ohnheitsrecht 

と
は R

echt 

der Sitte 

の
こ
と
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る＊
＊。
習
慣
乃
至
慣
習
も
習
俗
の
、
即
ち
規
範
の
意
味
を
含
ん
で
い

る
。
ア
ー
ノ
ル
ト
の
云
う
如
く
、
習
俗
は
類
概
念
で
あ
り
、
慣
習
法
は
そ
の
種
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
我
々
に
依
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
ノ
モ
ス
的
な
も
の
で
あ
り
、
制
度
的
な
も
の
で
あ
る
。
純
粋
に
外
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的
な
も
の
は
習
慣
を
有
し
な
い
、
生
命
あ
る
も
の
、
即
ち
内
と
外
と
い
う
が
如
き
構
造
聯
関
を
自
己
の
う
ち
に
含

む
も
の
に
し
て
初
め
て
習
慣
を
作
り
得
る
。
尤
も
概
念
上
に
お
い
て
は
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
等
に
従
っ
て
、
習
慣
は

純
粋
に
外
的
な
も
の
、
習
俗
は
或
る
内
的
な
も
の
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
る
に
こ
の

場
合
、
習
俗
が
内
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
規
範
の
、
命
令
の
性
格
を
担
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
は
、
や
が
て
論
ず
る
如
く
、
超
越
の
意
味
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
習
慣
は
こ
れ
に
反
し
て
内
在
的

な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
外
的
な
も
の
と
云
わ
れ
る
習
慣
が
却
っ
て
内
在

的
な
も
の
で
あ
り
、
内
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
習
俗
は
超
越
の
意
味
に
お
い
て
寧
ろ
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
超
越
に
お
い
て
そ
の
規
範
的
な
性
質
が
形
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
　R

udolf v. Jhering, D
er Zw

eck im
 Recht, Zw

eiter B
and, S. 17 ff.

＊
＊
　W

ilhelm
 A

rnold, K
ultur und Rechtsleben, 1865, S. 359 ff.

す
べ
て
の
制
度
的
な
も
の
は
ノ
モ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
法
律
を
意
味
す
る novmoV 

と
い
う
語
は

ま
た
慣
習
（B

rauch, H
erkom

m
en, Sitte

）
の
意
味
を
有
し
た
。
ノ
モ
ス
は
テ
ミ
ス qevmiV 

に
、
更
に
デ
ィ
ケ
ー 

divkh 

に
関
係
附
け
て
考
え
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。＊

テ
ミ
ス
は
も
と
神
話
的
人
物
で
あ
っ
た
が
、
慣
習
を
、

ま
た
裁
判
乃
至
法
律
を
意
味
し
た
。
テ
ミ
ス
は
社
会
（
元
来
民
族
的
な
）
が
、
し
か
も
単
な
る
組
織
と
し
て
の
社
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会
で
な
く
、
力
と
し
て
の
或
い
は
い
わ
ば
精
神
と
し
て
の
社
会
が
要
求
す
る
儀
礼
も
し
く
は
慣
習
に
関
わ
っ
て
い

る
。
テ
ミ
ス
は
、
こ
れ
を
礼
拝
す
る
者
の
眼
に
は
、
全
社
会
の
秩
序
が
乱
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
出
来
上
っ
た
慣
例

や
慣
習
に
合
致
し
て
行
動
す
る
た
め
に
為
す
べ
き
こ
と
若も
し

く
は
為
す
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
吹
き
込
む
と
い
う
意

味
に
お
い
て
正
義
を
現
す
も
の
と
見
ら
れ
た
。
デ
ィ
ケ
ー
も
も
と
神
話
的
存
在
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
初
め
慣
習

を
、
ま
た
裁
判
或
は
判
決
を
意
味
し
た
。
し
か
し
デ
ィ
ケ
ー
と
テ
ミ
ス
と
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
テ
ミ
ス
も
裁
判

の
意
味
を
有
し
は
し
た
け
れ
ど
も
、
か
よ
う
な
法
律
的
生
活
の
発
展
に
よ
っ
て
力
を
得
た
の
は
寧
ろ
デ
ィ
ケ
ー
で

あ
る
。
デ
ィ
ケ
ー
は
何
よ
り
も
財
産
の
衡
平
な
、
厳
正
な
分
配
に
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
道
徳
性 m

oralité 

よ

り
も
適
法
性 légalité 

を
現
し
て
い
る
。
礼
拝
に
お
い
て
テ
ミ
ス
が
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
は
個
人
が
社
会
的

強
制
と
直
接
的
な
感
情
的
な
接
触
を
有
し
た
間
で
あ
り
、
デ
ィ
ケ
ー
は
こ
れ
に
反
し
古
い
氏
族
の
崩
壊
と
昔
の
礼

拝
の
衰
弱
と
に
応
じ
て
そ
の
実
在
性
と
そ
の
役
割
と
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
極
め
て
僅
か
し
か
祭
祀
的
痕

跡
を
止
め
て
い
な
い
。
氏
族
的
社
会
の
崩
壊
の
結
果
、
テ
ミ
ス
は
一
層
一
般
的
な
且
つ
道
徳
的
な
性
格
を
取
り
、

一
方
昔
の
形
で
存
続
し
た
神
話
的
人
物
は
善
い
忠
告
の
女
神
を
現
し
、
も
は
や
甚
だ
不
完
全
に
し
か
正
義
の
新
し

い
観
念
に
相
応
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
も
の
は
寧
ろ
デ
ィ
ケ
ー
の
観
念
に
お
い
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ノ
モ
ス
は
初
め
人
間
の
あ
い
だ
に
お
け
る
財
産
の
分
配
の
、
後
に
は
世
界
の
う
ち
に
お
け
る
物
の
配
分
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の
観
念
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
方 biva 

即
ち
暴
力
に
依
る
財
産
の
占
有
に
対
立
す
る
と
共
に
他
方 fuvsiV 

即

ち
自
己
自
身
に
依
っ
て
存
在
す
る
も
の
、
人
間
に
依
っ
て
欲
求
さ
れ
た
の
で
な
い
も
の
に
対
立
し
た
。
し
か
し
や

が
て
、
テ
ス
モ
イ qesmoiv 

（
社
会
的
慣
習
、
特
に
農
業
に
お
け
る
慣
習
を
意
味
し
た
）
と
ノ
モ
イ
と
が
結
び
附

く
に
従
っ
て
、
社
会
的
組
織
も
自
然
的
な
も
の
と
見
ら
れ
、
他
方
自
然
も
法
則
に
よ
っ
て
秩
序
附
け
ら
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
プ
ュ
シ
ス
と
ノ
モ
ス
と
の
対
立
は
既
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
お
い
て
も
現
れ
て

い
る
有
名
な
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
立
の
う
ち
に
か
の
自
然
法
の
概
念
の
発
展
の
一
つ
の
契
機
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る＊
＊。

し
か
し
な
が
ら
両
者
は
単
に
分
離
的
対
立
的
に
見
ら
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
テ
ス
モ
イ
と
ノ
モ

イ
と
の
結
合
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
然
も
或
る
習
慣
的
な
も
の
で
あ
り
、
習
慣
も
或
る
自
然
的
な
も
の
で

あ
る
。
プ
ュ
シ
ス
も
ノ
モ
ス
的
で
あ
り
、
ノ
モ
ス
も
プ
ュ
シ
ス
的
で
あ
る
、
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
の
如

く
自
然
と
歴
史
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
構
想
力
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
　Voir Pierre G

uérin, L’idée de justice dans la conception de l’univers chez les prem
iers philosophes grecs, 

1934. 

ま
た
特
に
法
律
に
関
し
て
は
、
例
え
ば M

aine, Ancient law
, ch. I. 

を
見
よ
。

＊
＊
　V

gl. Johann Sauter, D
ie philosophischen G

rundlagen des N
aturrechts, 1932, S. 6.

法
律
学
者
の
間
に
は
慣
習
の
法
性
享
受
に
つ
い
て
種
々
の
学
説
が
存
在
し
て
い
る
。
我
々
は
今
か
よ
う
な
法
律
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学
上
の
問
題
に
立
入
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
。＊

我
々
に
と
っ
て
特
に
慣
習
法
が
、
特
に
法
律
が
問
題
で
あ
る
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
慣
習
の
成
立
と
法
性
享
受
と
は
或
る
意
味
に
お
い
て
同
時
で
あ
る
と
考
え
る
。
言
い

換
え
る
と
、
元
来
慣
習
の
法
性
享
受
の
問
題
が
あ
る
の
で
な
く
、
法
の
慣
習
的
形
式
の
問
題
が
あ
る
に
止
ま
っ
て

い
る
。
慣
習
は
も
と
も
と
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
或
い
は
少
な
く
と
も
、
我
々
が
こ
こ
に
分
析
し
つ
つ
あ
る
意

味
に
お
け
る
制
度
は
、
慣
習
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
含
む
の
で
あ
る
が
、
他
方
同
時
に
法

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
本
質
的
な
性
格
と
し
て
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
法
と
い
う
の
は
、
い

わ
ゆ
る
法
律
の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
あ
ら
ゆ
る
制
度
的
な
も
の
に
具
わ
る
規
範
の
、
命
令
の
意
味
を
指
し
て
い

う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
法
律
に
お
け
る
慣
習
法
の
位
置
に
つ
い
て
歴
史
法
学
派
の
意
見
に
必
ず
し
も
同
意

す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
慣
習
が
直
ち
に
慣
習
法
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
慣
習
と
法
律
と
の

間
に
は
習
俗 Sitte 

と
道
徳 Sittlichkeit 
と
の
間
に
お
け
る
が
如
き
区
別
と
関
係
と
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
如
何
な
る
法
律
も
制
度
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
法
律
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

制
度
的
な
も
の
は
ノ
モ
ス
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
芸
術
の
如
き
で
す
ら
制
度
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
芸
術
に
お
け
る
古
典
と
は
何
で
あ
る
か
。
古
典
と
は
我
々
の
趣
味
に
と
っ
て
基
準
と
な
り
、
我
々
の
制
作
に

と
っ
て
模
範
と
な
る
も
の
で
あ
る
、
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
ノ
モ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
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古
典
は
明
ら
か
に
価
値
高
き
作
品
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
れ
の
有
す
る
価
値
が
伝
統
的
に
、
従
っ
て
慣

習
的
に
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
古
典
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
古
典
が
古
典
と
い
わ
れ
る
価
値
は
我
々
が

一
々
批
評
し
た
上
で
初
め
て
定
め
た
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
我
々
は
古
典
に
拠
っ
て
我
々
の
趣
味
を
教
育
し
、

そ
の
基
準
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
も
と
よ
り
、
専
門
的
な
文
学
史
家
で
す
ら
、
古
典
と
し
て
伝
わ
る
す
べ

て
の
作
品
を
一
つ
一
つ
自
分
で
吟
味
し
た
後
そ
れ
ら
を
古
典
と
し
て
認
め
た
わ
け
で
な
い
。
古
典
は
信
用
を
基
と

し
て
い
る
。
古
典
と
は
或
る
伝
統
的
な
も
の
、
神
話
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
語
を
用
い
れ
ば

一
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
単
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
何
等
か
神
話
的
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ

ば
、
古
典
と
し
て
通
用
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
単
な
る
ミ
ュ
ト
ス
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
批
判
に
堪
え
得
る

よ
う
な
価
値
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
ロ
ゴ
ス
は
同
時
に
ミ
ュ
ト
ス
的
性
質
を
有
し
、
ま
た
慣
習
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
か
く
て
要
す
る
に
古
典
と
は

ノ
モ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
ノ
モ
ス
と
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
、
ロ
ゴ
ス
的
に
し
て
同
時
に
ミ
ュ
ト
ス

的
な
も
の
で
あ
る＊
＊。
附
け
加
え
て
云
う
と
、
普
通
に
神
話
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
我
々
の
規
定
に
依
れ
ば
む
し
ろ

制
度
的
な
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
神
話
は
生
成
と
創
造
と
の
根
源
と
し
て
の
神
話
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
云
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
神
話
は
何
等
か
道
徳
的
に
、
法
律
的
に
、
等
、
後
か
ら
合
理
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化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
何
等
か
の
程
度
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
的
性
質
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
度
的

な
も
の
、
ノ
モ
ス
的
な
も
の
に
転
化
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
擬
制 fiction 

に
依
っ
て
秩
序
が
可
能
に
な

る
と
見
た
。
実
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
秩
序
の
基
礎
と
な
る
擬
制
は
単
な
る
擬
制
で
な
く
、
ノ
モ
ス
的
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
古
典
は
文
学
の
世
界
に
或
る
秩
序
を
建
て
る
、
し
か
も
各
人
が
自
己
の
判

断
に
よ
っ
て
価
値
を
量
っ
た
後
に
初
め
て
古
典
が
定
ま
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
文
学
の
世
界
は
絶
え
ず

無
秩
序
に
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
古
典
と
は
擬
制
で
あ
り
、
慣
習
で
あ
り
、
ノ
モ
ス
で
あ
る
。
ノ
モ
ス

は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
が
有
す
る
一
つ
の
根
本
的
な
存
在
の
仕
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
ノ
モ
ス
は
単
な

る
ロ
ゴ
ス
に
基
づ
く
の
で
な
く
、
ロ
ゴ
ス
的
に
し
て
パ
ト
ス
的
な
構
想
力
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
歴
史
の
根
柢
に

構
想
力
が
認
め
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
我
々
は
歴
史
的
な
も
の
が
す
べ
て
つ
ね
に
制
度
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る

の
で
は
な
い
。
芸
術
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
な
ど
の
場
合
に
お
い
て
も
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
云
う
如
く
、
習
慣

的
な
或
は
義
務
的
な
道
徳
の
ほ
か
に
創
造
的
な
道
徳
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
そ
こ
に
単
に
道
徳
の
「
二

つ
の
源
泉
」
を
考
え
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
そ
れ
ら
は
構
想
力
に
お
い
て
も
と
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の

で
あ
る
。
道
徳
も
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
の
根
柢
に
は
構
想
力
の
論
理
が
働
い
て
い

る
。
こ
の
こ
と
を
我
々
は
い
ま
制
度
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
ノ
モ
ス
的
性
質
に
関
し
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
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ら
ぬ
。

＊
　
穂
積
陳
重
著
『
慣
習
と
法
律
』、
昭
和
四
年
刊
、
第
五
章
、
参
照
。

＊
＊ 

拙
稿
「
古
典
に
於
け
る
歴
史
と
批
評
」（『
文
学
』
昭
和
十
二
年
四
月
号
）　〔
全
集
第
十
一
巻
収
録
〕
参
照
。

五

す
べ
て
の
制
度
的
な
も
の
に
具
わ
る
規
範
乃
至
命
令
の
性
質
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
如
何
に
し
て
生

ず
る
の
で
あ
る
か
。
先
ず
制
度
に
与
え
ら
れ
た
一
二
の
定
義
を
調
べ
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
パ
ー
ク
と
パ
ー
ジ
ェ

ス
は
書
い
て
い
る
、＊

「
制
度
は
、
サ
ム
ナ
ー
（Sum

ner

）【W
illiam

 G
raham

 Sum
ner, 1840-1910

】
に
依
れ
ば
、
概
念 

concept 

と
構
造 structure 

と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
概
念
は
制
度
の
目
的
、
関
心
、
も
し
く
は
機
能
を
規
定
す
る
。

構
造
は
制
度
の
観
念
を
形
体
化
し
、
観
念
が
そ
れ
を
通
じ
て
活
動
さ
せ
ら
れ
る
手
段
を
供
給
す
る
。
個
人
的
な
も

の
で
あ
れ
集
団
的
な
も
の
で
あ
れ
、
目
的
が
そ
れ
に
よ
っ
て
構
造
の
う
ち
に
形
体
化
さ
れ
る
過
程
は
連
続
的
な
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
か
よ
う
に
し
て
形
作
ら
れ
た
構
造
は
物
理
的
な
も
の
で
な
い
、
少
な
く
と
も
全
部
は
そ
う
で

な
い
。
サ
ム
ナ
ー
が
そ
の
語
を
使
っ
て
い
る
意
味
に
お
け
る
構
造
は
、
彼
の
云
う
如
く
、
独
自
の
範
疇
に
属
し
て
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い
る
。『
そ
れ
は
そ
の
う
ち
に
お
い
て
慣
習
が
連
続
性
、
斉
合
性
及
び
持
久
性
を
作
り
出
す
範
疇
で
あ
る
、
か
く

し
て
《
構
造
》
と
い
う
語
は
、
本
来
、
機
能
が
そ
れ
と
永
続
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
関
係
及
び
成
定
さ
れ
た
位
置

の
結
構
に
適
用
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。』
共
同
社
会
の
各
員
は
慣
習
や
輿
論
が
そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
過
程
に

分
与
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
は
ま
た
構
造
即
ち
『
慣
習
の
菓
子
パ
ン
』cake of custom

 

の
創
造
に
分
与
す

る
、
こ
の
も
の
を
我
々
は
、
そ
れ
が
一
定
の
社
会
的
機
能
を
形
体
化
し
て
い
る
場
合
、
制
度
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」。

少
し
違
っ
た
立
場
か
ら
ク
ー
リ
イ
は
云
っ
て
い
る＊
＊、「

制
度
と
は
単
に
公
の
心
の
一
定
の
成
定
し
た
様
相
で
あ
っ

て
、
そ
の
究
極
の
性
質
に
お
い
て
輿
論
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
、
た
と
い
し
ば
し
ば
、
そ
の
永
続
性
と
そ
れ
が

そ
の
う
ち
に
包
ま
れ
て
い
る
眼
に
見
え
る
慣
習
や
象
徴
の
た
め
に
、
何
か
別
の
独
立
な
存
在
を
有
す
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
に
し
て
も
。
か
く
て
政
治
的
国
家
と
教
会
、
そ
の
尊
敬
す
べ
き
部
分
社
会
、
そ
の
大
き
な
且
つ
古
い
勢

力
、
そ
の
文
学
、
建
造
物
や
事
務
所
は
、
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
人
に
と
っ
て
さ
え
、
そ
れ
ら
が
も
ち
ろ
ん
実
際

に
そ
う
で
あ
る
通
り
、
人
間
の
発
明
の
単
な
る
産
物
と
は
殆
ど
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
偉
大
な
諸
制
度
は
、
人
間

の
思
想
が
幾
年
も
幾
年
も
特
定
の
も
の
に
向
け
ら
れ
る
場
合
、
人
間
の
思
想
が
自
然
に
身
に
負
い
、
か
く
て
漸
次

に
一
定
の
形
式
―
―
持
続
的
な
感
情
、
信
仰
、
慣
習
及
び
象
徴
―
―
に
結
晶
す
る
と
こ
ろ
の
組
織
の
結
果
で
あ
る
。

人
間
の
注
意
を
捉
え
る
何
か
深
い
そ
し
て
恒
久
的
な
関
心
が
存
在
す
る
場
合
、か
よ
う
な
こ
と
が
生
ず
る
。
言
語
、
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統
治
組
織
、
教
会
、
財
産
並
び
に
家
族
の
法
律
と
慣
習
、
産
業
や
教
育
の
組
織
は
制
度
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ

ら
は
人
間
の
本
性
の
永
久
的
な
要
求
の
生
産
物
で
あ
る
か
ら
」。

＊
　R

. E. Park and E. W
. B

urgess, Introduction to the science of sociology, 1921, pp. 796

―97.

＊
＊
　C

. H
. C

ooley, Social organization, 1909, pp. 313

―14.

【C
harles H

orton C
ooley, 1864-1929

】

か
く
て
制
度
の
第
一
の
要
素
は
サ
ム
ナ
ー
の
い
う
「
概
念
」
で
あ
る
。
制
度
が
か
か
る
も
の
を
含
む
こ
と
は
一

般
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
が
法
律
に
お
け
る
「
目
的
」 Zw

eck 

と
い
う
も
の
も
そ
れ

に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
お
し
な
べ
て
イ
デ
ー
と
称
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
制
度
が
規
範
の
性
格
を
有
す

る
の
は
か
か
る
イ
デ
ー
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
デ
ー
は
こ
の
場
合
規
範
的
な
、
従
っ
て
価
値
的
な
も
の

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
イ
デ
ア
ー
ル
（
理
想
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
先
ず
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
か
よ

う
に
規
範
と
い
い
、
価
値
と
い
い
、
理
想
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
新
カ
ン
ト
学
派
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う

な
当
為 Sollen 

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
為
は
実
在
か
ら
峻
別
さ
れ
る
。
し
か
る
に
制
度
は
実
在
的

な
も
の
で
あ
る
。
制
度
の
「
概
念
」
は
サ
ム
ナ
ー
の
語
を
借
り
れ
ば
「
構
造
」
の
う
ち
に
形
体
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
価
値
は
当
為
で
あ
る
よ
り
も
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
派
の
学
者
の
云
う
如
く
「
物
」
で
あ
り
、
実
在
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
物
と
は
「
我
々
の
個
人
的
な
自
発
性
に
抵
抗
す
る
も
の
」
で
あ
る
、
と
シ
ミ
ア
ン
（Fr. 
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Sim
iand

）【François Sim
iand, 1873-1935

】
は
定
義
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
物
と
は
我
々
の
個
人
的
な
自
発

性
に
対
し
て
限
界
と
定
位
と
を
押
し
附
け
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ブ
ー
グ
レ
は
、
価
値
も
同
じ
く
我
々

に
対
し
て
拘
束
的
な
、
命
令
的
な
性
質
を
有
す
る
点
か
ら
考
え
て
、
価
値
は
物
も
し
く
は
実
在
と
同
じ
に
見
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
主
張
し
て
い
る
。＊

物
質
的
で
あ
ろ
う
と
観
念
的
で
あ
ろ
う
と
、
我
々
の
瞬
間
的
な
印
象
か
ら
独

立
な
も
の
、
我
々
の
自
発
性
に
抵
抗
す
る
も
の
、
我
々
自
身
の
好
悪
に
優
越
す
る
も
の
は
、
実
在
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
価
値
も
同
様
の
性
質
に
よ
っ
て
実
在
と
云
い
得
る
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
普
通
に
は
、
価

値
が
命
令
的
な
性
質
を
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
価
値
と
実
在
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
の
と
は
逆

に
、
ブ
ー
グ
レ
に
あ
っ
て
は
、
価
値
は
ま
さ
に
命
令
的
な
性
質
を
有
す
る
故
に
実
在
も
し
く
は
物
と
同
じ
に
見

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
―
―
な
ぜ
な
ら
物
と
は
我
々
の
自
発
性
に
抵
抗
し
て
自
己
の
要
求
を
我
々
に
課
す
る
も
の
に
他

な
ら
な
い
か
ら
―
―
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ブ
ー
グ
レ
に
依
れ
ば
、
価
値
が
客
観
的
で
あ
る
の
は
命
令
的

で
あ
る
故
で
あ
り
、
し
か
る
に
命
令
的
で
あ
る
の
は
集
合
的
で
あ
る
故
で
あ
る
。
価
値
は
集
合
意
識 conscience 

collective 

か
ら
出
て
来
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
社
会
の
産
物
で
あ
る
故
に
、
拘
束
的
な
威
光
を
、
固
有
の
権
威

を
纏
う
て
い
る
。
価
値
の
有
す
る
か
か
る
性
格
は
物
の
性
質
か
ら
も
個
人
の
能
力
か
ら
も
説
明
さ
れ
な
い
。
価
値

は
集
団
生
活
か
ら
の
流
出
者
で
あ
る
故
に
個
人
生
活
に
と
っ
て
法
則
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
は
か
よ
う
に
本
質
的
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に
理
想
の
創
造
者
で
あ
る
と
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
考
え
た
。
彼
は
宗
教
的
生
活
の
原
始
形
態
に
関
す
る
研
究
の
結
論

と
し
て
、
宗
教
に
お
け
る
儀
礼 culte 

の
重
要
性
を
指
摘
し
、
ま
た
殆
ど
す
べ
て
の
偉
大
な
社
会
的
制
度
は
宗
教

か
ら
生
れ
た
と
述
べ
、
更
に
理
想
も
し
く
は
観
念
的
な
も
の idéal 

は
社
会
生
活
の
自
然
的
な
産
物
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
。
社
会
が
自
己
に
つ
い
て
意
識
を
も
ち
、
必
要
な
強
度
に
お
い
て
、
そ
れ
が
自
己
自
身
に
つ
い
て
有
す

る
感
情
を
あ
た
た
め
る
為
め
に
は
、
社
会
は
自
己
を
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
集
中
は
道
徳
的
生
活
の
昂

揚
を
決
定
し
、
こ
の
も
の
は
理
想
的
観
念
の
全
体
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
、
そ
こ
に
は
か
く
し
て
目
覚
め
た
新
し
い

生
活
が
表
現
さ
れ
る
。「
社
会
は
同
時
に
理
想
を
創
造
す
る
こ
と
な
し
に
は
自
己
を
創
造
し
得
ず
、
自
己
を
再
生

せ
し
め
得
も
し
な
い
」、
と
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
書
い
て
い
る＊
＊。

観
念
的
社
会
は
現
実
的
社
会
の
外
部
に
あ
る
の
で

な
く
、
そ
の
部
分
を
な
し
て
い
る
。
社
会
は
単
に
そ
れ
を
組
成
す
る
個
人
の
塊
に
よ
っ
て
、
彼
等
が
占
拠
す
る
土

地
に
よ
っ
て
、
彼
等
が
使
用
す
る
物
に
よ
っ
て
、
彼
等
が
遂
行
す
る
運
動
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
何
よ
り
も
社
会
が
自
分
で
作
る
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
想
は
何
等
か
個
人
に

生
具
す
る
力
に
基
づ
く
の
で
な
く
、
む
し
ろ
個
人
は
集
団
生
活
の
学
校
に
お
い
て
理
想
を
形
成
す
る
こ
と
を
学
ん

だ
の
で
あ
る
。
彼
が
理
想
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
社
会
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
理
想
を
自

分
に
同
化
す
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
も
し
彼
が
理
想
形
成
の
能
力
を
獲
得
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
社
会



一
四
六

的
存
在
で
な
い
で
あ
ろ
う
、
言
い
換
え
る
と
人
間
で
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
云
っ
て
い
る
。

＊
　Voir C

. B
ouglé, Leçons de sociologie sur l’évolution des valeurs, 1922.

＊
＊
　Ém

ile D
urkheim

, Les form
es élém

entaires de la vie religieuse, p. 603.

右
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
一
派
の
説
は
新
カ
ン
ト
学
派
の
抽
象
的
な
価
値
論
、
当
為
の
思
想
に
対
し
て
確
か
に
注
目

す
べ
き
洞
察
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
取
る
に
し
て
は
な
お
種
々
の
困
難
が
存
在
す
る
で

あ
ろ
う
。
ブ
ー
グ
レ
は
先
ず
価
値
の
実
在
性
を
そ
の
拘
束
性
か
ら
説
明
す
る
。
即
ち
彼
は
、
物
と
は
我
々
の
個
人

的
な
自
発
性
に
抵
抗
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
シ
ミ
ア
ン
の
定
義
を
援
用
し
て
、
そ
の
点
に
お
い
て
価
値
は
物
と

同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
る
に
こ
の
見
解
は
外
界
の
実
在
性
を
意
志
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
説
明
す
る
デ
ィ

ル
タ
イ
の
思
想
に
類
似
し
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
実
在
を
主
観
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
物
は

も
と
よ
り
価
値
と
雖
も
単
に
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
物
が
そ
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を

我
々
に
要
求
し
、
我
々
を
そ
の
よ
う
に
拘
束
す
る
の
は
、
物
の
「
対
象
」
と
し
て
の
性
質
に
基
づ
い
て
い
る
。「
対

象
と
は
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
」D

er G
egenstand ist das Fordernde. 

と
リ
ッ
プ
ス
も
云
っ
て
い
る
。＊

対
象
の

要
求
は
判
断
作
用
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
対
象
性
は
論
理
性
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
論
理
性
乃

至
観
念
性
は
す
で
に
物
に
お
け
る
価
値
の
契
機
を
形
作
り
、
従
っ
て
ブ
ー
グ
レ
と
は
逆
に
、
物
の
有
す
る
拘
束
性
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は
い
わ
ば
そ
の
物
的
性
質
で
な
く
、
却
っ
て
価
値
に
属
す
る
と
見
る
説
も
成
り
立
ち
得
る
。
も
ち
ろ
ん
リ
ッ
プ
ス

の
い
わ
ゆ
る
「
対
象
の
要
求
」G

egenstandsforderung 

と
価
値
の
規
範
的
な
或
い
は
命
令
的
な
性
質
と
は
直
ち

に
同
視
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
価
値
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
、
物
の
客
観
性
に
対
し
て
価
値
の
主
観
性

が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
価
値
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
客
観
的
な
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
い
と
そ
れ
が
拘
束
性
を
有
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
価
値
は
物
に
お
い
て

実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
に
な
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
そ
れ
自
身
何
等
か
客
観
性
を
有
す
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
価
値
の
客
観
性
は
純
粋
な
ロ
ゴ
ス
―
―
そ
れ
を
「
純
粋
意
志
」
と
い
い
「
純
粋
感
情
」
と
い
う

に
し
て
も
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
に
お
い
て
変
り
は
な
い
―
―
を
基
礎
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ

う
か
。
ブ
ー
グ
レ
は
次
に
、
価
値
が
客
観
的
で
あ
る
の
は
命
令
的
で
あ
る
故
で
あ
り
、
命
令
的
で
あ
る
の
は
集
合

的
で
あ
る
故
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
確
か
に
或
る
真
理
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
価

値
の
命
令
的
な
性
質
は
か
く
の
如
く
価
値
が
集
合
意
識
か
ら
流
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
懸
る
と
し
て

も
、
集
合
意
識
は
そ
の
場
合
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
価
値
の
命
令
的
な
性
質
の
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
物
の
拘
束
性
で
さ
え
物
に
お
け
る
論
理

性
乃
至
観
念
性
に
基
づ
く
と
す
れ
ば
、
制
度
が
命
令
的
な
性
質
を
有
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
特
に
制
度
に
つ
い
て
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考
え
る
場
合
、
制
度
は
或
る
イ
デ
ー
的
な
も
の
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
も
の
は
制
度
の
客

観
的
な
意
味
を
形
作
り
、
か
か
る
意
味
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
制
度
は
い
わ
ゆ
る
「
客
観
的
精
神
」O

bjektiver 
G

eist 

に
属
す
る
と
見
做
さ
れ
る
。
従
っ
て
制
度
が
成
立
す
る
た
め
に
は
何
よ
り
も
先
ず
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
う「
対

象
的
把
握
」G

egenständliches A
uffassen 

が
そ
の
根
柢
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
対
象

的
把
捉
と
い
わ
れ
る
作
用
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
の
作
用
に
お
い
て
は
た
だ
対
象
及
び
対
象
の
関
係
の
み
が
捉

え
ら
れ
、
心
理
的
機
能
の
如
何
な
る
体
験
も
そ
の
う
ち
に
は
現
在
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き

我
々
は
「
全
く
対
象
の
う
ち
に
生
き
」、
対
象
的
世
界
は
自
己
自
身
に
お
い
て
完
全
な
自
足
性
を
有
す
る
結
構
と

し
て
我
々
に
対
す
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
対
象
的
把
捉
は
我
々
に
お
け
る
「
理
論
的
転
向
」Theoretische 

W
endung 

と
も
呼
ば
れ
る
。
フ
ラ
イ
エ
ル
は
そ
れ
を
「
客
観
的
転
向
」O

bjektive W
endung 

と
称
し
、
客
観
的

精
神
の
成
立
過
程
に
お
け
る
第
一
の
客
観
化
と
見
て
い
る
。「
そ
れ
は
客
観
的
精
神
の
本
来
の
誕
生
で
あ
る
。
そ

れ
は
心
理
的
な
人
間
生
成
の
作
用
に
お
け
る
最
も
内
面
的
な
出
来
事
で
あ
る
」、
と
彼
は
書
い
て
い
る＊
＊。

と
こ
ろ

で
客
観
的
精
神
が
完
成
す
る
た
め
に
は
、
か
よ
う
な
客
観
的
転
向
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
客
観
的
な
或
い
は
ロ
ゴ

ス
的
な
意
味
が
更
に
物
質
的
な
形
体
の
う
ち
に
お
い
て
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
―
―
フ
ラ
イ
エ
ル
に
依
れ
ば
第
三
の

客
観
化
―
―
が
必
要
で
あ
る
。
サ
ム
ナ
ー
の
云
う
如
く
概
念
は
構
造
の
う
ち
に
形
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
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て
制
度
と
い
わ
れ
る
客
観
的
精
神
に
お
い
て
は
、
パ
ー
ク
と
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
説
明
す
る
よ
う
に
、
概
念
が
そ
れ

に
よ
っ
て
構
造
の
う
ち
に
形
体
化
さ
れ
る
過
程
は
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
、
構
造
と
い
う
の
は
「
慣
習
の
菓
子
パ

ン
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
場
合
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
誤
解
は
、
概
念
と
構
造
と
を
抽
象
的
に
分
離
し
、
慣
習
的

で
あ
る
の
は
構
造
の
み
で
あ
っ
て
、
概
念
は
そ
う
で
な
い
か
の
よ
う
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
に
概
念

も
ま
た
そ
こ
で
は
慣
習
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
精
神
に
お
け
る
客
観
的
把
捉
の
能
力
で
さ
え
も
が
習
慣
に
影

響
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
の
勝
れ
た
研
究
（M

aine de B
iran, Influence de l’habitude 

sur la faculté de penser.

）
以
来
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の

精
神
的
活
動
そ
の
も
の
が
慣
習
的
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
制
度
と
い
う
も
の
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
ロ
ゴ
ス

的
な
も
の
の
う
ち
に
或
る
自
然
的
な
も
の
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
が
流
れ
込
む
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
制
度
は

生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
純
粋
な
ロ
ゴ
ス
は
制
度
の
基
礎
で
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
制
度
は
単
に
概
念
的
な
存
在
で

あ
る
の
で
な
く
、
眼
に
見
え
る
物
質
の
う
ち
に
形
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
そ
れ
は
ま
た
感
覚
的
な
存
在
で

あ
る
。従
っ
て
そ
の
と
き
記
憶
は
感
覚
と
結
合
し
、か
く
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
云
っ
た
、「
我
々
が
物
を
見
る
場
合
我
々

が
我
々
に
与
え
る
の
は
、
現
実
の
框
の
中
へ
挿
入
さ
れ
た
一
種
の
幻
覚
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
特
別
に
深
い

意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
幻
覚
な
し
に
は
制
度
の
通
用
性
も
拘
束
性
も
生
じ
な
い
と
さ
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え
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ァ
レ
リ
イ
が
社
会
は
呪
縛
の
建
物
で
あ
る
と
云
う
の
も
、
こ
の
意
味
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
制
度
が
た
だ
単
に
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
一
面
ど

こ
ま
で
も
イ
デ
ー
的
な
契
機
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
こ
に
制
度
と
称
せ
ら
れ
る
客
観
的
精

神
の
基
礎
を
純
粋
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
に
求
め
よ
う
と
す
る
見
解
の
一
つ
の
制
限
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
を
却
っ
て

構
想
力
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
の
一
つ
の
端
緒
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
　Th. Lipps, Leitfaden der Psychologie, Zw

eite A
uflage 1906, S. 14 ff.

＊
＊
　H

ans Freyer, Theorie des objektiven G
eistes, 1923. S. 20.

な
お
進
ん
で
云
え
ば
、
制
度
の
精
神
は
一
種
の
神
学
的
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
伝
統
の
精
神
で
な
く
、

更
に
権
威
の
精
神
で
あ
る
。
制
度
の
精
神
は
科
学
的
精
神
乃
至
批
判
的
精
神
と
は
反
対
の
も
の
で
あ
り
、
か
く
し

て
制
度
の
最
も
内
的
な
本
質
は
い
わ
ゆ
る
「
理
論
的
転
向
」
に
存
す
る
の
で
な
く
、
制
度
の
拘
束
性
は
イ
デ
ー
的

な
価
値
に
基
づ
く
の
で
な
い
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
思
想
家
を
困
惑
せ
し
め
得
る
事
物
の
一
つ
に
、
非
論
理

的
な
も
の
が
人
間
に
と
っ
て
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
人
間
の
本
性
が
純
粋
に
論
理
的
な
も
の
に
変

化
さ
れ
得
る
と
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
余
り
に
素
僕
な
人
間
だ
け
で
あ
る
」、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
記
し
て
い
る
。

制
度
的
な
行
為
は
、
パ
レ
ト
の
語
を
用
い
れ
ば
、「
論
理
的
行
動
」action logique 

で
な
く
「
非
論
理
的
行
動
」
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action non-logique 

に
属
す
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
パ
レ
ト
が
論
理
的
と
い
う
の
は
「
論
理
的
・
実
験
的
」

logico-expérim
ental 

と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
何
等
か
の
形
而
上
学
的
原
理
、
何
等
か
の
信
仰
の
教
説
の
拘
束

の
も
と
に
行
わ
れ
る
行
動
は
論
理
的
と
は
云
わ
れ
な
い
。
論
理
的
・
実
験
的
な
立
場
を
離
れ
て
見
れ
ば
、
殆
ど
す

べ
て
の
人
間
的
行
動
は
論
理
的
で
あ
る
と
云
う
こ
と
も
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ひ
と
は
自
分
の
行
動
が
合
理
的
な
推

理
の
帰
結
で
あ
り
且
つ
自
分
の
活
動
が
自
分
の
目
差
す
目
的
に
合
致
す
る
と
思
い
做
し
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る

か
ら
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
現
象
の
主
観
的
な
面
で
あ
っ
て
、
そ
の
客
観
的
な
面
と
は
区
別
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。
パ
レ
ト
が
論
理
的
行
動
と
い
う
の
は
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
論
理
的
な
行
動
の
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
客

観
的
な
目
的
と
主
観
的
な
目
的
と
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
非
論
理
的
行
動

と
称
せ
ら
れ
る
。
慣
習
や
習
俗
に
よ
っ
て
指
令
さ
れ
た
行
動
は
今
云
っ
た
意
味
に
お
け
る
主
観
的
な
目
的
な
し
に

為
さ
れ
る
行
動
で
あ
る
故
に
非
論
理
的
で
あ
る
。
し
か
し
か
く
の
如
き
行
動
は
寧
ろ
稀
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
人
間

は
自
分
の
行
動
を
説
明
し
理
由
附
け
よ
う
と
す
る
不
可
抗
的
な
衝
動
を
感
じ
、
か
く
し
て
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
遂

に
は
一
定
の
理
由
を
有
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
る
に
実
際
は
、
そ
の
行
動
の
主
要
な

根
拠
は
感
情
で
あ
っ
て
、
論
理
的
な
説
明
は
た
だ
第
二
次
的
な
根
拠
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
パ
レ
ト
に
依
れ
ば
人

間
の
社
会
的
行
動
に
お
い
て
非
論
理
的
行
動
は
論
理
的
行
動
よ
り
も
遥
か
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
非
論
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理
的
行
動
は
二
つ
の
部
分
に
、
一
、
恒
常
な
、
そ
し
て
確
か
に
一
層
重
要
な
、
人
間
の
或
る
本
能
と
感
情
と
に
相

応
す
る
要
素
、
二
、
そ
の
意
図
が
第
一
の
要
素
の
説
明
に
向
け
ら
れ
、
甚
だ
不
定
な
性
質
を
有
す
る
他
の
要
素
、

に
分
解
さ
れ
る
。
後
者
は
理
性
或
は
論
理
（
実
は
寧
ろ
擬
似
論
理
）
に
対
す
る
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
が
、
か
か
る

説
明
の
欲
求
は
極
め
て
種
々
な
る
影
響
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
反
し
て
第
一
の
基
礎
的
な
要
素
は
不
変
で

あ
る
。
第
二
の
も
の
は
第
一
の
も
の
か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
パ
レ
ト
は
「
派
生
体
」dérivation 

と

名
附
け
て
い
る
。
第
一
の
も
の
は
変
化
す
る
現
象
の
う
ち
に
お
い
て
恒
常
な
も
の
と
し
て
残
る
も
の
で
あ
っ
て
、

「
残
基
」résidu 

と
称
せ
ら
れ
る
。＊

残
基
は
本
能
及
び
感
情
そ
の
も
の
を
い
う
の
で
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
ら
に
基
底

附
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
な
行
動
、
表
象
及
び
理
論
の
非
合
理
的
な
核
実
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
派
生
体
は
論
理
的
・
実
験
的
な
理
論
に
対
立
し
、
残
基
を
説
明
的
に
仮
装
し
或
い
は
書
き
換
え
或
い
は
神
話

化
し
た
も
の
で
あ
る＊
＊。

か
く
て dérivation 
と résidu 

と
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
そ
の
「
現
実
的
な
」
基
礎
と

の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
パ
レ
ト
に
従
え
ば
、
慣
習
や
習
俗
に
よ
る
行
動
は
非
論
理
的
行
動
に
属
し
、

他
方
す
べ
て
権
威
的
な
も
の
は
派
生
体
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
内
実
は
本
能
も
し
く
は
感
情
に
相
応
す
る
残
基
で

あ
る
。
制
度
は
と
り
わ
け
伝
統
の
、
習
俗
の
、
慣
習
の
権
威
に
基
づ
き
、
そ
の
拘
束
性
は
パ
ト
ス
的
な
性
質
の
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
を
重
視
す
る
パ
レ
ト
の
思
想
に
も
固
よ
り
一
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面
の
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
我
々
は
制
度
に
関
し
単
な
る
合
理
主
義
に
同
意
し
得
な
い
と
同
様
、

単
な
る
非
合
理
主
義
に
も
賛
成
し
得
な
い
。
慣
習
や
習
俗
に
よ
る
非
論
理
的
行
動
も
、
客
観
的
に
論
理
的
な
目
的

を
充
足
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
論
理
的
・
実
験
的
な
価
値
に
お
い
て
は
論
理
的
行
動
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
パ
レ
ト
の
論
理
的
行
動
の
規
定
は
形
式
的
に
過
ぎ
る
。
ま
た
個
人
的
に
は

本
能
や
感
情
或
い
は
そ
れ
ら
に
相
応
す
る
も
の
か
ら
出
て
い
る
行
動
も
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
見
地
か
ら
見
れ
ば
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
理
性
の
狡
智
」
と
云
っ
た
如
く
、
イ
デ
ー
的
な
目
的
の
実
現
を
結
果
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ

り
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
パ
レ
ト
の
論
理
的
行
動
の
規
定
は
抽
象
的
・
個
人
的
で
あ
る
。
人
間
は
自

己
の
非
論
理
的
行
動
を
も
論
理
的
に
擬
装
し
よ
う
と
す
る
不
可
抗
的
な
衝
動
を
有
す
る
如
く
、
無
意
識
的
に
も
乃

至
自
己
の
直
接
の
動
機
に
反
し
て
も
論
理
的
に
行
動
す
る
性
質
を
具
え
て
い
る
。
非
論
理
的
行
動
を
さ
え
論
理
化

せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
合
理
性
に
対
し
て
強
い
欲
求
を
感
ず
る
人
間
が
、
も
し
制
度
は
全
く
非
合
理
的
な
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
権
威
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
単
に
客
観
的
な
も

の
は
我
々
を
現
実
的
に
拘
束
し
得
な
い
。
主
観
に
対
し
て
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
は
何
等
か
主
観
的
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
単
に
主
観
的
な
も
の
も
も
ち
ろ
ん
我
々
を
真
に
拘
束
し
得
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、

我
々
を
現
実
的
に
拘
束
す
る
も
の
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
も
単
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
も
な
く
、
ロ
ゴ
ス
的
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に
し
て
同
時
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
尤
も
、
パ
レ
ト
に
依
れ
ば
、
我
々
の
具
体
的
な
行
動
は
綜
合
的
で
あ

る
、
即
ち
そ
れ
は
論
理
的
行
動
と
非
論
理
的
行
動
と
い
う
要
素
の
種
々
な
る
比
例
に
お
け
る
混
合
か
ら
生
ず
る
も

の
で
あ
る＊
＊
＊。

し
か
る
に
か
よ
う
な
綜
合
が
独
立
な
要
素
の
機
械
的
結
合
で
あ
り
得
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
は
も
と
パ

ト
ス
的
に
し
て
同
時
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
に
お
い
て
一
つ
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
た
と
え
ば

弁
証
法
を
持
ち
出
す
に
し
て
も
、
弁
証
法
と
は
、
先
ず
抽
象
的
に
独
立
な
要
素
が
あ
っ
て
、
し
か
る
後
そ
れ
ら
を

統
一
す
る
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
な
い
以
上
、
そ
の
元
に
は
ロ
ゴ
ス
的
に
し
て
同
時
に
パ
ト
ス
的
な
具
体
物
が
予
想

さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
構
想
力
の
論
理
の
根
源
性
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
パ
レ
ト
の
非
合

理
主
義
の
最
も
重
大
な
欠
点
は
、
人
間
の
行
動
を
環
境
に
お
け
る
行
動
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。も
し
そ
れ
を
環
境
と
の
関
係
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、人
間
の
行
動
は
、非
論
理
的
行
動
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、

後
に
至
っ
て
詳
論
す
る
如
く
、
環
境
に
対
す
る
適
応
と
し
て
つ
ね
に
合
理
的
な
も
の
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か

し
ま
た
人
間
の
行
動
は
抽
象
的
に
論
理
的
で
も
あ
り
得
ず
、
そ
こ
に
構
想
力
の
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

こ
と
が
根
本
的
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　V
ilfredo Pareto, Traité de sociologie générale, Édition française par Pierre B

oven, 2 vols, 1917, 1919.

＊
＊
　
ク
ラ
ー
ゲ
ス
が
ニ
ー
チ
ェ
の
根
本
テ
ー
マ
と
見
た “Selbsttäuschung” 

は
パ
レ
ト
の dérivation 

の
思
想
と
多



一
五
五

第
二
章　

制
度

く
の
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
。V

gl. Ludw
ig K

lages, D
ie psychologischen Errungenschaften N

ietzsches, 

1926.

＊
＊
＊
　Pareto, O

p. cit. I, p. 66.
六

か
よ
う
に
し
て
制
度
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
「
概
念
」
は
、
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
も
単
に
パ
ト
ス
的
な
も

の
で
も
な
く
、
ロ
ゴ
ス
的
に
し
て
同
時
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
も
単
に
客

観
的
な
も
の
で
も
な
く
、
主
観
的
に
し
て
同
時
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
表
現

的
価
値
、
或
い
は
寧
ろ
表
現
的
意
味
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
単
に
客
観
的
な
も
の
も
、
単
に
主
観
的
な
も
の
も
、

表
現
的
で
は
な
い
。
表
現
的
な
も
の
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
制
度
は
か
く
の
如
き
表

現
的
な
も
の
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
が
命
令
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
が
表
現
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

依
る
の
で
あ
る
。
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
も
単
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
も
真
に
命
令
的
で
は
な
い
、
パ
ト
ス
的
・
ロ

ゴ
ス
的
な
も
の
に
し
て
初
め
て
現
実
的
に
命
令
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
制
度
が
表
現
的
な
も
の
と
し
て
成
立
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す
る
た
め
に
は
、
ジ
ン
メ
ル
の
い
う
「
イ
デ
ー
へ
の
転
向
」W

endung zur Idee 

の
如
き
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。＊

し
か
し
も
し
イ
デ
ー
へ
の
転
向
が
単
に
か
の
客
観
的
転
向
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
表
現
の
基
礎
と
し
て
未
だ
十
分
で
な
い
。
表
現
的
な
も
の
は
単
な
る
イ
デ
ー
ヘ
の
転
向
に
よ
っ

て
で
な
く
、
却
っ
て
形
が
出
来
る
こ
と
或
は
「
形
に
成
る
こ
と
」Form

w
erdung 

に
よ
っ
て
生
れ
る
。
し
か
る
に

既
に
述
べ
た
如
く
、
形
は
時
間
と
空
間
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
生
れ
る
。
或
い
は
イ
デ
ー
が
習
慣
的
に
な
る

と
こ
ろ
に
フ
ォ
ル
ム
は
生
れ
る
。
従
っ
て
形
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
、
ロ
ゴ
ス
的
・
パ
ト
ス
的
な
も
の

で
あ
る
。
制
度
が
規
範
的
な
性
質
を
有
す
る
の
も
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
形
で
あ
る
故
で
あ
る
。
タ
ル
ド
は
模
倣

論
の
中
で
、
模
倣
の
二
つ
の
種
類
と
し
て
慣
習 coutum

e 

と
流
行 m

ode 

と
を
区
別
し
た
。
慣
習
的
模
倣
に
お
い

て
は
、
モ
デ
ル
は
自
国
の
も
の
且
つ
古
い
も
の
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
流
行
的
模
倣
に
お
い
て
は
反
対
に
、

モ
デ
ル
は
他
国
の
も
の
且
つ
新
し
い
も
の
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
前
の
場
合
、「
す
べ
て
古
い
も
の
は
す
べ

て
善
い
」
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
時
間
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
の
場
合
、
他
国
の
も
の
が
尊
敬
さ
れ
、
空
間
に

お
け
る
隔
り
が
前
の
場
合
の
時
間
に
お
け
る
隔
り
と
同
様
に
作
用
す
る
か
ら
、
空
間
的
で
あ
る
。
し
か
し
別
の
側

か
ら
見
れ
ば
、
慣
習
が
圧
倒
的
な
時
に
は
、
ひ
と
は
自
己
の
時
代
よ
り
も
自
己
の
国
に
夢
中
に
な
る
故
に
、
空
間

的
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
流
行
の
支
配
す
る
時
に
は
、「
す
べ
て
新
し
い
も
の
は
す
べ
て
善
い
」
と
思
わ
れ
る
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故
に
、
時
間
的
で
あ
る＊
＊。

即
ち
慣
習
も
流
行
も
時
間
的
で
あ
る
と
共
に
空
間
的
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
形

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
社
会
的
命
令
の
四
つ
の
種
類
と
し
て
流
行
、
習
俗
、
道
徳
、

法
律
を
挙
げ
て
い
る
が
、
彼
に
依
れ
ば
、
流
行
は
規
範
の
性
質
な
き
習
慣
と
は
異
な
り
、
拘
束
力
を
有
す
る
点
に

お
い
て
む
し
ろ
習
俗
と
一
致
し
て
い
る＊
＊
＊。
し
か
し
彼
が
習
俗
を
流
行
と
道
徳
と
の
中
間
に
位
さ
せ
て
い
る
こ
と
か

ら
知
ら
れ
る
如
く
、
習
俗
乃
至
慣
習
の
拘
束
力
と
流
行
の
そ
れ
と
の
間
に
差
異
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
が
一
層

流
動
的
な
も
の
と
し
て
形
の
な
お
十
分
に
熟
し
定
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
依
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う

に
形
は
生
成
と
存
在
と
の
統
一
、
流
動
と
持
続
と
の
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
イ
デ
ー
と
存
在
と
の
統
一
、
価

値
と
実
在
と
の
統
一
を
意
味
し
て
い
る
。
イ
デ
ー
が
フ
ォ
ル
ム
と
な
る
た
め
に
は
、
イ
デ
ー
は
物
の
う
ち
に
実
現

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
表
現
的
な
も
の
に
お
い
て
は
意
味
と
実
在
と
、
当
為
と
存
在
と
は
一
つ
で
あ
る
。
形
は
サ
ム

ナ
ー
の
い
う
概
念
で
あ
る
の
で
な
く
、
ま
た
構
造
で
あ
る
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
概
念
と
構
造
と
が
一
つ
で
あ
る

と
こ
ろ
に
形
が
生
ず
る
。
概
念
は
構
造
の
う
ち
に
形
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
質
と
な
る
の
で
は
な
い
。
表

現
に
お
い
て
価
値
は
単
な
る
実
在
に
化
す
る
の
で
は
な
い
。
元
来
、
概
念
と
構
造
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
形

が
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
構
造
は
サ
ム
ナ
ー
の
云
う
如
く
独
自
の
範
疇
で
あ
っ
て
、
単
に
物
理
的
な
も
の
で
あ
る
の

で
は
な
い
。
か
く
し
て
制
度
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
語
を
借
り
れ
ば
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
或
る
「
他
の
世
界
」
を
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形
作
っ
て
い
る
。
制
度
が
ノ
モ
ス
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
実
在
で
あ
る
こ
と
に
依
る
よ
り
も
そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
で
あ
る
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
制
度
の
拘
束
性
は
、
た
と
い
逆
説
的
に
響
く
に
し
て
も
、
構
想
力
に
属
す

る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。「
社
会
は
蛮
性
か
ら
秩
序
に
ま
で
高
ま
る
。
か
く
て
、
野
蛮
が
事
実
の
時
代
で
あ
る

よ
う
に
、
秩
序
の
時
代
は
擬
制
の
国
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
―
―
な
ぜ
な
ら
秩
序
を
単
に
物
体
に
よ
る
物

体
の
強
制
の
上
に
の
み
建
て
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
は
存
在
し
な
い
か
ら
。
そ
こ
に
は
擬
制
的
な
力
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
」、「
そ
れ
故
に
秩
序
は
現
在
し
な
い
物
の
現
在
の
作
用
を
要
求
す
る
、
そ
し
て
理
想
に
よ
る
本
能
の
均
衡

か
ら
結
果
す
る
」、
と
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
書
い
て
い
る
。
パ
ト
ス
的
な
も
の
は
寧
ろ
事
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
事
実

は
事
実
を
必
然
的
に
強
制
す
る
に
し
て
も
、
命
令
的
に
拘
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
制
度
は
擬
制
的
な
力
で
あ

り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
却
っ
て
ノ
モ
ス
的
な
も
の
、
即
ち
法
的
に
し
て
秩
序
を
建
て
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
か
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
本
能
も
し
く
は
パ
レ
ト
の
い
わ
ゆ
る
残
基
か
ら
は
説
明
さ
れ
得
ず
、
却
っ
て

知
性
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
て
同
時
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
り
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
根
柢
に
は
構
想
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
非
合
理
主
義
は
制
度
の
擬
制
的
な
性
質
を
看
過
し
、
こ
れ

を
絶
対
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
擬
制
の
論
理
、
そ
し
て
形
の
論
理
は
構
想
力
の
論
理
で
あ
る
。

＊
　V

gl. G
eorg Sim

m
el, Lebensanschauung, 1918.
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　G

. Tard, Les lois de l’im
itation, p. 265 et suiv.

＊
＊
＊
　Jhering, O

p. cit., II, S. 180 ff.

と
こ
ろ
で
制
度
は
或
る
「
他
の
世
界
」
と
し
て
成
立
し
、
生
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
。
し
か
し
ク
ー
リ
イ
な

ど
の
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
形
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
こ
の
超
越
は
生

の
自
己
超
越
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ジ
ン
メ
ル
は
イ
デ
ー
へ
の
転
向
に
お
い
て
生
の
超
越
を
考
え
て
い
る
。
け
れ

ど
も
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
こ
の
場
合
イ
デ
ー
へ
の
転
向
は
単
な
る
客
観
的
転
向
の
如
き
も
の
で
あ
り
得
ず
、

却
っ
て
形
に
成
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
超
越
的
で
あ
る
の
は
ロ
ゴ
ス
の

み
で
な
く
、
パ
ト
ス
も
ま
た
超
越
的
な
も
の
で
あ
り
、
或
い
は
寧
ろ
パ
ト
ス
的
・
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
が
、
主
観
的
・

客
観
的
な
も
の
が
い
わ
ば
全
体
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
般
に
表
現
が
、
特
殊
的
に
は

制
度
が
命
令
的
な
性
質
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
根
本
に
お
い
て
か
く
の
如
き
超
越
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
る

に
そ
の
意
味
に
お
け
る
超
越
は
外
へ
の
超
越
と
内
へ
の
超
越
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
考
え
ら
れ
る
。
外
へ
の

超
越
が
同
時
に
内
へ
の
超
越
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
生
の
自
己
超
越
と
い
う
こ
と
も
十
分
な
意
味
に
お
い
て
語

ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
内
へ
の
超
越
に
お
い
て
我
々
は
ま
さ
に
主
体
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
共
に
客
体
は

ま
さ
に
そ
の
客
観
性
即
ち
超
越
性
に
お
い
て
我
々
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
外
へ
の
超
越
が
あ
る
た
め
に
は
同
時
に
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内
へ
の
超
越
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
外
へ
超
越
す
る
こ
と
と
内
へ
超
越
す
る
こ
と
と
は
一
つ
で
あ
る
。
イ
デ
ー
へ

の
転
向
の
思
想
に
よ
っ
て
内
在
論
を
破
っ
た
よ
う
に
見
え
る
ジ
ン
メ
ル
も
、
内
へ
の
超
越
の
意
味
を
、
正
確
に
云

え
ば
、
外
へ
の
超
越
即
内
へ
の
超
越
、
内
へ
の
超
越
即
外
へ
の
超
越
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
、
生
の

哲
学
に
固
有
な
内
在
論
の
立
場
を
な
お
完
全
に
脱
却
し
て
い
な
い
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
ま
た
超
越
は

単
に
イ
デ
ー
に
関
す
る
こ
と
で
な
く
、
形
に
、
構
想
力
に
関
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

す
べ
て
制
度
的
な
も
の
は
慣
習
的
な
も
の
、
伝
統
的
な
も
の
、
過
去
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
制

度
は
過
去
か
ら
命
令
す
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
未
来
か
ら
命
令
す
る
の
で
あ
る
。
命
令
は
、
本
来
、
未
来
か
ら
の
も

の
で
あ
っ
て
、過
去
か
ら
の
命
令
は
存
し
な
い
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
ッ
ド
に
依
れ
ば
、制
度
と
は
「
期

待
」expectation 

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。＊

期
待
は
団
体
生
活
の
産
物
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
の
内
部
に
お
け
る

最
も
有
力
な
事
実
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
社
会
的
な
期
待
が
創
造
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
個
人
の
行
為
に
対
す
る
案
内

者
と
な
る
。
期
待
を
履
行
し
な
い
こ
と
は
肉
体
的
苦
痛
と
同
様
に
切
な
る
苦
痛
を
与
え
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

期
待
は
団
体
の
す
べ
て
の
成
員
の
側
に
お
け
る
尊
敬
を
要
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
実
在
の
新
し
い
形
式
で
あ
る
。

そ
し
て
期
待
は
習
慣
の
意
識
的
な
対
の
物
で
あ
る
、
と
ジ
ャ
ッ
ド
は
考
え
る
。
習
俗
は
個
人
の
う
ち
に
社
会
的
な

期
待
と
し
て
と
共
に
彼
個
人
の
行
為
の
習
慣
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
法
律
は
個
人
の
習
慣
が
集
団
の
諸
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成
員
の
期
待
に
従
っ
て
発
達
さ
せ
ら
る
べ
き
こ
と
の
顕
な
要
求
で
あ
る
。
し
か
し
習
慣
も
単
に
個
人
的
な
も
の
で

な
く
て
期
待
と
同
じ
く
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
習
慣
が
過
去
か
ら
命
令
す
る
に
対
し
て
期
待
は
未
来

か
ら
命
令
す
る
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
制
度
は
習
慣
と
期
待
と
し
て
、
過
去
に
属
す
る
と
共
に
未
来

に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
元
来
過
去
と
未
来
と
が
現
在
と
同
時
存
在
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
現
在
」
に
お
い

て
あ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
現
在
」
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
制
度
は
超
越
的
で
あ
り
且
つ
命
令
的
で
あ
る

の
で
あ
る
。
期
待
は
行
為
に
対
す
る
案
内
者
と
な
り
、
行
為
の
予
見
を
可
能
に
す
る
。「
予
見
と
伝
統
と
の
名
の

も
と
に
、
空
想
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ perspectives im

aginaires 

で
あ
る
と
こ
ろ
の
未
来
と
過
去
と
は
、
現

在
を
支
配
し
且
つ
拘
束
す
る
」、
と
ヴ
ァ
レ
リ
イ
も
云
っ
て
い
る
。
現
在
を
支
配
し
且
つ
拘
束
す
る
未
来
と
過
去

と
は
現
在
と
同
時
存
在
的
に
「
現
在
」
に
お
い
て
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
伝
統
と
云
わ
れ
る
制
度
も
か
か

る「
現
在
」に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
永
遠
な
も
の
で
な
く
、却
っ
て
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
テ
ィ
・
エ
ス
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
正
当
に
も
云
っ
て
い
る
、「
永
遠
な
も
の
の
感
覚
で
あ
る
と
同
様
に
時
間

的
な
も
の
の
感
覚
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
永
遠
な
も
の
の
感
覚
で
あ
る
と
共
に
時
間
的
な
も
の
の
感
覚
で
あ
る
と
こ

ろ
の
歴
史
的
感
覚
が
作
家
を
伝
統
的
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
作
家
を
し
て
時
間
に
お

け
る
彼
の
位
置
、
彼
の
同
時
代
性
を
最
も
鋭
く
意
識
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る＊
＊」。

真
の
超
越
は
超
越
で
あ
る
と
共
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に
内
在
で
あ
る
。
制
度
は
超
越
的
で
あ
る
が
、
単
に
超
越
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
。
か
か

る
も
の
に
し
て
真
に
命
令
的
な
拘
束
力
を
有
す
る
。
ド
イ
ツ
語
の Sitte 

も
、
ラ
テ
ン
語
の consuetudo 

も
、
ギ

リ
シ
ア
語
の e[qoV 

或
い
は h\qoV 

も
、
語
原
的
に
は
み
な
「
自
分
の
も
の
に
す
る
」Zu-eigenm

achen 

と
い
う

意
味
を
含
ん
で
い
る
。
習
慣
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
在
的
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
制
度
は
制
度
と
し
て
妥

当
し
な
い
で
あ
ろ
う
。ノ
モ
ス
と
は
元
来
超
越
的
に
し
て
同
時
に
内
在
的
な
も
の
を
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ジ
ャ
ッ
ド
の
い
う
期
待
は
そ
の
超
越
の
面
を
、習
慣
は
そ
の
内
在
の
面
を
現
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

＊
　Judd, The psychology of social institutions, p. 59 ff.

【H
ubbard Judd C

harles, 1873-1946

】

＊
＊
　T. S. Eliot. The sacred w

ood p. 49.

し
か
し
右
の
考
察
は
な
お
形
式
的
に
止
ま
っ
て
い
る
。
制
度
の
本
質
を
具
体
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ

を
人
間
の
行
動
と
環
境
と
の
関
係
―
―
そ
の
際
お
の
ず
か
ら
社
会
と
個
人
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
―
―

か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
ブ
ー
グ
レ
や
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
学
的
価
値
論
、

フ
ラ
イ
エ
ル
の
客
観
的
精
神
論
、
パ
レ
ト
の
派
生
体
の
理
論
等
に
対
す
る
更
に
根
本
的
な
批
判
の
立
場
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
制
度
と
構
想
力
と
の
間
の
深
い
聯
関
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
右
の
考
察
の
上

に
も
新
た
な
光
が
投
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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七

制
度
は
す
べ
て
構
造
を
有
す
る
。
そ
こ
で
制
度
は
普
通
に
組
織
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
構
造
を
有
す
る
点

に
お
い
て
制
度
は
習
俗
と
区
別
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
い
ま
制
度
の
か
よ
う
な
性
質
を
簡
単
に
制
度
の
構
造

性
と
称
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
如
何
に
し
て
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
制
度
の
構
造
性
は
或
る
合
理
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
一
つ
の
機
械
の
有
す
る
構
造
は
そ
の
合
理
性
を
現
す

よ
う
に
、
一
つ
の
制
度
の
有
す
る
構
造
も
そ
の
合
理
性
を
現
し
て
い
る
。
構
造
は
制
度
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
た
サ
ム
ナ
ー
に
従
っ
て
制
度
は
概
念
と
構
造
と
か
ら
成
る
と
云
う
に
し
て
も
、
そ
の
概

念
は
固
定
し
た
も
の
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
パ
ー
ク
と
パ
ー
ジ
ェ
ス
と
の
説
明
し
た
如
く
社
会
的
機
能 social 

function 

を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
構
造
が
或
る
一
定
の
社
会
的
機
能
を
形
体
化
し
て
い
る
場
合
制

度
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
制
度
の
含
む
イ
デ
ー
は
固
定
的
な
も
の
で
な
く
て
機
能
的
な
も
の
、
単
に
静
的
な
も

の
で
な
く
て
動
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ジ
ン
メ
ル
の
い
わ
ゆ
る
イ
デ
ー
へ
の
転
向
の
思
想
は
イ
デ
ー
の

か
か
る
動
的
な
、
機
能
的
な
性
質
を
強
調
し
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
。
し
か
る
に
第
二
に
、
構
造
の
か
く
の
如
き
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合
理
性
は
、
制
度
が
根
本
に
お
い
て
人
間
の
行
動
の
環
境
に
対
す
る
適
応
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
必
然
的
に
要
求
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
行
動
は
環
境
に
お
け
る
行
動
で
あ
り
、
制
度
も
環
境
と
の
関
係
を
離
れ
て

は
考
え
ら
れ
な
い
。
制
度
は
決
し
て
単
に
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
人
間
の
行
動
の
環
境
に
対
す
る
作
業
的
適
応 

w
orking adaptation 

で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
制
度
は
合
理
的
な
性
質
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ

な
ら
非
合
理
的
な
も
の
は
環
境
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
存
続
し
得
な
い
か
ら
。
し
か
し
他
方
制
度
は
人
間
の
行

動
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
行
動
に
対
す
る
一
つ
の
環
境
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
制
度
は
人
間
の
作
る
も
の
で

あ
り
な
が
ら
環
境
と
し
て
人
間
に
対
立
す
る
。
こ
の
こ
と
は
制
度
が
ま
さ
に
構
造
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
そ

し
て
こ
の
構
造
が
物
質
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
制
度
は
心
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
な
く
、

物
質
的
な
環
境
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
制
度
の
構
造
性
は
一
つ
の
意
味
に
お
い
て
そ
の
物
質
性

で
あ
る
。
制
度
に
お
い
て
概
念
と
構
造
と
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の
も
こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
第
三

に
、
す
べ
て
生
命
あ
る
も
の
に
お
い
て
精
神
と
身
体
と
を
抽
象
的
に
分
離
し
得
な
い
よ
う
に
、
制
度
に
お
い
て
も

概
念
と
構
造
と
を
抽
象
的
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
構
造
は
単
な
る
物
質
で
な
く
、
寧
ろ
身
体
の
意
味
を
有

し
て
い
る
。
制
度
は
精
神
的
・
身
体
的
な
も
の
或
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
独

立
な
も
の
で
あ
る
。
制
度
は
そ
れ
自
身
の
生
命
を
有
す
る
、
そ
れ
は
自
律
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
え
云
う
こ
と
が
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で
き
る
。
か
く
て
制
度
の
構
造
性
は
単
に
環
境
に
対
す
る
適
応
を
現
す
の
み
で
な
く
、
ま
た
自
己
自
身
に
対
す
る

適
応
を
現
し
て
い
る
。
自
己
自
身
に
対
す
る
適
応
は
自
己
が
自
己
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
従
っ

て
反
覆
を
意
味
す
る
。
か
よ
う
な
反
覆
は
制
度
の
自
然
性
―
―
自
然
は
反
覆
す
る
―
―
も
し
く
は
身
体
性
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
制
度
は
単
に
身
体
的
な
存
在
で
あ
る
の
で
な
く
、
そ
の
概
念
も
ま
た
反
覆

的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
イ
デ
ー
は
動
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
反
覆
的
な
、

固
定
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
構
造
は
ま
さ
に
形
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
形
と

は
単
に
静
的
な
も
の
で
な
く
、
静
的
に
し
て
同
時
に
動
的
な
も
の
、
動
的
に
し
て
同
時
に
静
的
な
も
の
が
真
の
形

で
あ
る
。
生
命
あ
る
も
の
が
形
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。

右
の
三
つ
の
規
定
は
更
に
精
密
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
間
の
聯
関
の
明
瞭
に
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
サ
ム

ナ
ー
は
習
俗
と
制
度
と
の
差
異
を
後
者
が
構
造
を
有
す
る
点
に
、
そ
し
て
後
者
が
合
理
的
な
性
格
を
有
す
る
点
に

認
め
た
。「
習
俗
に
は
生
来
感
情
と
信
仰
と
の
要
素
が
具
わ
っ
て
い
る
。
法
律
及
び
制
度
は
合
理
的
な
、
実
際
的

な
性
格
を
有
し
、
一
層
機
械
的
で
、
功
利
的
で
あ
る
。
大
き
な
差
異
は
、
制
度
及
び
法
律
が
実
定
的
な
性
格
を
有

す
る
に
反
し
て
、
習
俗
は
定
式
化
さ
れ
ず
限
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
の
う
ち
に
は
含
蓄
さ

れ
た
哲
学
が
あ
る
、
そ
れ
が
顕
現
的
に
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
技
術
的
哲
学
と
な
る
。
客
観
的
に
見
れ
ば
、
習
俗
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は
現
存
の
生
活
条
件
の
も
と
に
お
い
て
現
実
的
に
安
寧
に
資
す
る
慣
習
で
あ
る
。
法
律
及
び
制
度
の
も
と
に
お
け

る
行
動
は
意
識
的
で
有
意
的
で
あ
る
。
民
俗
の
も
と
に
お
い
て
は
そ
れ
は
つ
ね
に
無
意
識
的
で
無
意
的
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
れ
は
自
然
的
必
然
性
の
性
格
を
有
し
て
い
る
」＊

。
こ
の
個
所
で
サ
ム
ナ
ー
は
「
習
俗
」m

ores 

と
い
う

語
と
「
民
俗
」folkw

ays 

と
い
う
語
と
を
同
じ
意
味
に
使
っ
て
い
る
が
、
他
の
個
所
で
は
ま
た
二
つ
の
概
念
を
区

別
し
て
い
る＊
＊。

民
俗
は
集
団
の
う
ち
に
お
け
る
人
間
の
関
心
が
そ
れ
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
ら
れ
る
最
も
広
汎
な
、

最
も
基
本
的
な
作
用
で
あ
る
。
集
団
の
う
ち
に
お
け
る
人
間
は
生
活
条
件
の
も
と
に
あ
る
、
彼
等
は
生
活
条
件
の

一
定
の
状
態
の
も
と
に
お
い
て
類
似
的
な
欲
求
を
有
し
て
い
る
、
条
件
に
対
す
る
欲
求
の
関
係
は
、
飢
餓
、
愛
、

虚
栄
及
び
恐
怖
の
項
目
の
も
と
に
お
け
る
関
心
で
あ
る
、
関
心
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
多
数
人
の
同
時
の
努
力

は
、
一
様
性
、
反
覆
及
び
広
範
囲
の
同
時
生
起
に
よ
っ
て
民
俗
と
い
う
大
量
現
象
を
作
り
出
す
。
民
俗
は
、
そ
れ

が
目
的
に
よ
く
適
合
し
て
い
る
か
否
か
に
応
じ
て
、
快
も
し
く
は
苦
に
伴
わ
れ
る
。
苦
痛
は
行
動
と
安
寧
と
の
間

の
或
る
関
係
に
つ
い
て
の
反
省
と
考
察
と
を
強
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
通
俗
の
或
る
世
間
哲
学
は
説
明
と
推
論

と
を
暗
示
す
る
。
こ
の
哲
学
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
民
俗
は
モ
ー
レ
ス
（
習
俗
）
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
民

俗
は
習
俗
に
発
展
し
、
次
に
そ
れ
は
規
則
、
定
め
ら
れ
た
行
動
並
び
に
使
用
さ
る
べ
き
機
関
に
つ
い
て
一
層
限
定

さ
れ
た
、
明
確
な
も
の
に
な
さ
れ
る
。
そ
こ
に
構
造
が
作
り
出
さ
れ
、
習
俗
は
制
度
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
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に
し
て
種
々
な
る
制
度
は
民
俗
に
始
ま
り
、
慣
習
と
な
り
、「
或
る
安
寧
の
哲
学
」som

e philosophy of w
elfare 

が
附
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
習
俗
に
発
展
し
、
更
に
構
造
が
具
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
度
と
し
て
完
成
す
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
、
か
く
の
如
く
民
俗
及
び
習
俗
か
ら
高
昇
し
た
制
度 crescive institutions 

の
ほ
か
に
、

制
定
さ
れ
た
制
度 enacted institutions 

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
も
の
は
合
理
的
な
発
明
と
意
図
と
の
産
物

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
強
力
な
制
度
で
あ
っ
て
純
粋
に
制
定
さ
れ
た
も
の
は
殆
ど
存
し
な
い
。
銀
行
は
高
度
の

文
明
に
お
い
て
初
め
て
出
来
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
際
は
極
め
て
古
い
時
代
に
ま
で
溯
っ
て
跡

づ
け
ら
れ
得
る
慣
行
を
基
礎
と
し
、
そ
の
合
理
化
と
組
織
化
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。「
す
べ
て
の

制
度
は
、
た
と
い
そ
の
う
ち
に
お
け
る
合
理
的
要
素
が
或
る
場
合
に
は
甚
だ
大
き
い
た
め
に
そ
の
習
俗
の
う
ち
に

お
け
る
起
原
が
歴
史
的
調
査
に
よ
っ
て
の
ほ
か
確
か
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
習
俗
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ

る
。」
財
産
、
婚
姻
及
び
宗
教
は
現
在
も
な
お
殆
ど
全
く
習
俗
の
う
ち
に
止
ま
っ
て
い
る
。
か
く
て
制
度
は
サ
ム

ナ
ー
の
云
う
如
く
習
俗
か
ら
出
て
く
る
の
み
で
な
く
、制
度
の
う
ち
に
は
つ
ね
に
習
俗
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
、

即
ち
す
べ
て
の
制
度
は
慣
習
的
な
も
の
で
あ
る
。
純
粋
に
制
定
さ
れ
た
制
度
と
い
う
も
の
は
殆
ど
な
く
、
か
よ
う

な
も
の
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
慣
習
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
固
有
な
意
味
に
お
け
る
制
度
と
な
る

の
で
あ
る
。
何
物
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
或
る
目
的
の
た
め
に
、
制
度
を
発
明
し
創
造
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
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の
み
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
習
俗
が
そ
の
考
案
を
奪
い
取
り
、
そ
れ
か
ら
発
明
者
の
企
画
し
た

も
の
と
は
違
っ
た
或
る
物
を
作
り
出
す
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
習
俗
か
ら
制
度
へ
の
発
展
は
合
理
性
に
お
け
る
発
展

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
制
度
の
ロ
ゴ
ス
的
な
性
質
は
慣
習
の
パ
ト
ス
的
な
性
質
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

ぬ
。
こ
の
点
は
、
制
度
の
構
造
性
を
論
ず
る
に
当
っ
て
も
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
最
も
合
理

的
な
制
度
の
う
ち
に
も
何
等
か
の
習
俗
の
要
素
、
従
っ
て
習
俗
に
生
来
具
わ
る
と
い
わ
れ
る
「
感
情
と
信
仰
と
の

要
素
」（
サ
ム
ナ
ー
）
が
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
パ
ト
ス
的
な
要
素
と
か
の
ロ
ゴ
ス
的
な
要
素
と
は
如
何
に

結
び
附
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
制
度
に
本
質
的
な
構
造
性
そ
の
も
の
が
元
来
パ
ト
ス
的
に
し
て
ロ
ゴ
ス
的
な
構
想
力

か
ら
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
制
度
の
構
造
性
に
関
し
て
右
に
挙
げ
た
三
つ
の
規
定
も
構
想
力
の
論
理
の
う

ち
に
そ
れ
ら
を
結
び
附
け
る
統
一
的
な
根
拠
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
の
際
特
に
重
要
な
の
は
、
人
間
の

行
動
を
環
境
に
お
け
る
行
動
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
制
度
の
合
理
性
も
人
間
の
行
動
の
環
境
に
対

す
る
関
係
か
ら
必
然
的
に
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
合
理
性
は
単
な
る
合
理
性
で
な
く
て
構
想
力
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
行
動
と
環
境
と
の
関
係
に
お
い
て
構
想
力
の
論
理
と
い
わ
れ
る
も
の
は
如
何
に
見
出
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　W

. G
. Sum

ner, Folkw
ays, 1906, p. 56.
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p. cit., pp. 33

―34, 54.

八

こ
こ
に
再
び
習
慣
の
概
念
に
立
戻
っ
て
我
々
の
考
察
を
新
た
に
出
立
し
よ
う
。
習
慣
は
呼
吸
や
消
化
の
如
き
生

理
的
機
能
に
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
後
者
は
無
意
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
前
者
は
獲
得
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
習
慣
は
多
く
の
点
に
お
い
て
、
就
中
有
機
体
と
環
境
と
の
協
働
を
必
要
と
す
る
点
に
お
い
て
生

理
的
機
能
と
類
似
し
て
い
る
。
呼
吸
は
肺
臓
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
様
に
空
気
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
、
消

化
は
胃
の
腑
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
様
に
食
物
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
普
通
に
行
為
が
そ
の
人
か
ら
そ
れ

の
直
接
に
出
て
き
た
人
間
に
帰
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
勿
論
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が

専
ら
彼
に
の
み
属
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
呼
吸
や
消
化
を
全
く
人
体
の
内
部
に
お
け
る
現
象
と
考
え
る
こ
と
と

同
様
、
間
違
っ
て
い
る
。
習
慣
は
生
理
的
機
能
と
同
じ
く
環
境
を
使
用
し
合
体
す
る
仕
方
で
あ
る
。
習
慣
は
一
つ

の
技
術
で
あ
る
。
技
術
は
主
観
と
客
観
と
の
、
人
間
と
環
境
と
の
統
一
を
意
味
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
習
慣
が
技

術
的
で
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
技
術
に
は
習
慣
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
技
術
に
お
け
る
熟
練
と
は
習
慣
的
に
な
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る
こ
と
で
あ
り
、
熟
練
さ
れ
て
い
な
い
技
術
は
真
に
技
術
的
で
あ
る
と
は
云
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
デ

ュ
ー
イ
の
云
う
如
く
「
習
慣
は
環
境
的
力
と
人
間
的
能
力
と
の
作
業
的
適
応
」w

orking adaptation 

で
あ
る
」＊

。

習
慣
は
環
境
の
、
従
っ
て
ま
た
社
会
の
支
持
を
必
要
と
す
る
。
社
会
は
つ
ね
に
我
々
の
行
為
に
分
与
し
て
お
り
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
す
で
に
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
本
質
的
に
社
会
的
で
あ
る
。
習
慣
は
持
続
的
な
適
応
と
し
て
一
つ

の
均
衡
を
意
味
し
て
い
る
。

＊
　John D

ew
ey, H

um
an nature and conduct, Tw

elfth printing 1935, p.16.

習
慣
は
均
衡
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
習
慣
か
ら
形
が
生
ず
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
習
慣
が
均
衡
で
あ
る
と

い
う
意
味
は
更
に
精
密
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
一
に
、
個
人
と
環
境
と
の
間
の
均
衡
を

意
味
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
る
に
第
二
に
、
こ
の
均
衡
は
物
理
的
力
の
均
衡
と
同
じ
よ
う
に
考
え

る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
れ
は
能
動
と
受
動
と
の
力
が
等
し
い
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
し

か
も
そ
れ
は
環
境
に
対
す
る
人
間
の
受
動
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
す
べ
て
の
習
慣
は
能
動

的
な
性
質
を
具
え
て
い
る
。
環
境
の
作
用
は
決
定
的
で
も
結
論
的
で
も
な
く
、
寧
ろ
個
体
の
作
用
が
獲
得
さ
れ
た

均
衡
の
真
の
原
理
で
あ
る
。
す
べ
て
の
習
慣
は
そ
の
起
原
を
習
慣
を
作
る
個
体
か
ら
出
た
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
負

う
て
い
る
。
環
境
の
作
用
は
こ
の
環
境
に
自
発
的
に
自
己
を
適
応
さ
せ
る
存
在
の
反
作
用
を
喚
び
覚
ま
す
種
類
の
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も
の
で
あ
る
。
習
慣
は
能
動
性
を
高
め
受
動
性
を
低
め
る
と
い
う
の
は
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
に
由
来
す
る
有
名
な
定

式
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
に
お
い
て
、
習
熟
的
に
な
っ
た
適
応
は
適
応
さ
れ
た
存
在
の
知
識
を
脱
す
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
は
、
か
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
均
衡
は
爾
後
自
発
的
に
実
現
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
前
の
意
味
に
お
い
て
は
習
慣
は
本
能
に
類
似
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
習
慣
に

は
思
想
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
得
な
い
。
習
慣
が
環
境
に
対
す
る
適
応
を
意
味
す
る
限
り
、
習
慣
は

技
術
的
な
、
従
っ
て
合
理
的
な
要
素
を
欠
き
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
か
の
後
の
意
味
は
第
三
の
重
要
な
点

に
繋
が
っ
て
い
る
。
即
ち
第
三
に
、
習
慣
は
単
に
環
境
に
対
す
る
適
応
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
ス
ゴ

ン
の
述
べ
て
い
る
如
く
「
存
在
の
自
己
自
身
に
対
す
る
適
応
」
で
あ
る
。＊

環
境
と
の
調
和
が
い
わ
ば
偶
然
的
に
実

現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
習
慣
は
つ
ね
に
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
存
在
の
自
己
自
身
に
対
す
る
適
応
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
内
面
的
な
均
衡
の
持
続
的
な
実
現
は
可
能
に
な
る
。
こ
の
均
衡
は
精
神
と
身
体
と
の
全
体

的
な
均
衡
と
し
て
実
現
さ
れ
る
。
環
境
に
対
す
る
適
応
に
お
い
て
人
間
は
環
境
を
模
倣
す
る
と
す
れ
ば
、
自
己
自

身
に
対
す
る
適
応
に
お
い
て
彼
は
自
己
自
身
を
模
倣
す
る
の
で
あ
る
。
習
慣
は
環
境
に
対
す
る
適
応
で
あ
る
と
同

時
に
自
己
自
身
に
対
す
る
適
応
で
あ
る
。
人
間
は
環
境
に
適
応
し
つ
つ
同
時
に
自
己
自
身
に
適
応
し
、
そ
の
際
彼

の
行
動
の
能
動
性
乃
至
自
律
性
が
維
持
さ
れ
る
。
習
慣
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
も
か
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く
の
如
き
関
係
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
。

＊
　J. Segond, Traité de psychologie, 1930, p. 27 et suiv.

【Joseph Segond, 1872-1954

】

し
か
る
に
右
の
関
係
は
、
図
式
的
に
見
れ
ば
、
広
く
生
物
一
般
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
メ
ル
シ

エ
に
依
れ
ば
、
生
物
の
生
活
と
そ
の
進
化
と
は
三
つ
の
相
反
す
る
要
素
、
即
ち
、
一
、
自
律
的
活
動
、
二
、
自
己

自
身
の
発
展
の
法
則
に
従
う
べ
く
強
制
さ
れ
た
こ
の
活
動
の
制
約
（
遺
伝
）、
三
、
外
的
環
境
、
の
関
係
の
う
ち

に
展
開
さ
れ
る
。＊

そ
の
第
一
の
要
素
は
我
々
が
右
の
習
慣
の
分
析
に
お
い
て
第
二
の
点
と
し
て
述
べ
た
こ
と
に
、

ま
た
第
二
の
要
素
は
同
じ
く
第
三
の
点
と
し
て
述
べ
た
こ
と
に
、
更
に
第
三
の
要
素
は
同
じ
く
第
一
の
点
と
し
て

述
べ
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
す
べ
て
生
命
あ
る
も
の
は
環
境
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
は
環
境
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
と
共
に
、
逆
に
環
境
を
規
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
生
物
と
環
境
と
の
関
係
を
単
な
る
相
互
作
用
の
関
係

と
見
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
す
べ
て
生
命
あ
る
も
の
は
個
体
で
あ
り
、
そ
の
個
体
性
は
構
造
、
集
中
、
自

律
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
個
体
は
単
に
環
境
に
適
応
す
る
の
み
で
な
く
、
同
時
に
自
己
自
身

に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
る
と
自
己
自
身
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
体
で
あ
り
得
る
。
か
よ

う
な
自
己
模
倣
が
遺
伝
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
タ
ル
ド
も
社
会
現
象
に
お
け
る
模
倣
を
生
物
学
的
現
象
に

お
け
る
遺
伝
に
比
較
し
て
い
る
。
習
慣
は
遺
伝
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
記
憶
は
習
慣
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
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ら
は
「
自
己
自
身
に
依
る
自
己
自
身
の
模
倣
」（
タ
ル
ド
）
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
は
生
命
の
全
領
域
の
う
ち

に
同
一
の
傾
向
が
支
配
す
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
タ
ル
ド
の
模
倣
論
に
お
い
て
は
他
の
個
体
の
、
従
っ

て
環
境
の
模
倣
が
主
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
自
己
自
身
の
模
倣
を
考
え
る
の
で
な
け
れ
ば
彼
の
モ
ナ

ド
ロ
ジ
ー
的
個
体
主
義
は
維
持
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
か
よ
う
に
生
命
は
環
境
の
作
用
に
対
し
て
反

作
用
し
つ
つ
同
時
に
自
己
自
身
に
対
し
て
反
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
を
作
る
。
生
命
と
は
胎
生
学
者
ブ
ラ
シ

ェ（B
rachet

）の
云
っ
た
如
く「
形
の
創
造
者
」 créatrice de la form

e 

で
あ
る
。
同
じ
関
係
か
ら
し
て
努
力 l’effort 

が
生
命
の
根
本
現
象
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
ま
た
説
明
さ
れ
る
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
も
、
努
力
は
単
に
意
識
の
第

一
の
条
件
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
意
識
の
完
全
な
タ
イ
プ
で
あ
り
、
縮
図
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
努
力
は
能
動

と
受
動
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
含
む
。
受
動
と
は
そ
の
直
接
の
原
因
を
そ
れ
が
属
す
る
存
在
と
は
異
な
る
或
る
物

に
お
い
て
有
す
る
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
能
動
と
は
そ
の
直
接
の
原
因
を
そ
れ
が
属
す
る
存
在
そ
の
も
の
に
お
い

て
、
即
ち
自
己
自
身
に
お
い
て
有
す
る
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
受
動
と
能
動
と
は
そ
れ
故
に
相
反
し
て
い
る
が
、

か
よ
う
に
相
反
す
る
も
の
の
結
合
が
生
存
の
す
べ
て
の
可
能
な
る
形
式
を
包
括
し
て
い
る
。
そ
し
て
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ

ン
に
依
れ
ば
、
努
力
と
は
い
わ
ば
能
動
と
受
動
と
が
そ
こ
で
平
衡
す
る
と
こ
ろ
の
均
衡
の
場
で
あ
る
、
そ
れ
は
こ

れ
ら
相
反
す
る
も
の
の
共
通
の
限
界
、
こ
れ
ら
両
極
端
が
そ
こ
で
相
接
触
す
る
中
項
で
あ
る＊
＊。

努
力
は
確
か
に
か
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く
の
如
き
均
衡
を
意
味
し
て
い
る
、
均
衡
の
意
味
を
有
し
な
い
努
力
を
考
え
る
こ
と
―
―
例
え
ば
フ
ィ
ヒ
テ
流
の

自
我
哲
学
―
―
は
人
間
を
環
境
に
お
け
る
存
在
と
し
て
把
握
し
な
い
と
い
う
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
努
力
が
単
な
る
均
衡
で
な
く
て
ま
さ
に
努
力
で
あ
る
の
は
、
こ
の
均
衡
が
能
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、言
い
換
え
る
と
生
命
の
自
律
的
な
活
動
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
た
生
命
の
有
す
る
フ
ォ
ル
ム
は
一
方
に
お
い
て
均
衡
を
現
す
と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
無
限
の
緊
張
を

現
し
て
い
る
。
し
か
も
個
体
の
努
力
は
単
に
環
境
へ
の
適
応
に
対
す
る
努
力
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
自
己
自
身
へ

の
適
応
、
従
っ
て
ま
た
精
神
と
身
体
と
の
均
衡
に
対
す
る
努
力
で
あ
る
か
ら
、
フ
ォ
ル
ム
は
一
方
に
お
い
て
精
神

と
身
体
と
の
均
衡
を
現
す
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
こ
の
身
体
に
対
す
る
精
神
の
優
越
乃
至
支
配
を
現
し
て
い

る
。
フ
ォ
ル
ム
が
イ
デ
ー
も
し
く
は
思
想
と
見
ら
れ
る
の
も
後
の
意
味
に
依
る
の
で
あ
る
、
し
か
し
そ
の
際
も
と

よ
り
同
時
に
前
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

＊
　G

ustave M
ercier, Le transform

ism
e et les lois de la biologie, 1936.

【M
ercier, 1874-1953

】

＊
＊
　Félix R

avaisson, D
e l’habitude, p. 23.

な
お
右
の
論
述
の
中
か
ら
特
別
に
取
り
上
げ
ら
る
べ
き
点
は
、
習
慣
は
技
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ

ュ
ー
イ
は
習
慣
は art 

で
あ
る
と
云
い
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
は
努
力
は tact 

で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
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技
術
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
習
慣
は
環
境
的
力
と
人
間
的
能
力
と
の
作
業
的
適
応
と
し
て
技
術
的
で

あ
る
。
技
術
は
そ
の
一
般
的
本
質
に
お
い
て
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ

ン
に
依
れ
ば
、
タ
ク
ト
は
受
動
の
極
か
ら
能
動
の
極
ま
で
拡
が
り
、
そ
の
発
展
に
お
い
て
中
間
の
す
べ
て
の
段
階

を
包
む
、
そ
の
場
合
タ
ク
ト
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
、
相
互
作
用
の
法
則
を
証
し
て
い
る
。
習
慣

は
技
術
的
な
も
の
と
し
て
自
己
の
う
ち
に
合
理
的
要
素
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
習
慣
を

思
想
な
し
に
行
動
を
繰
り
返
す
単
な
る
力
と
見
る
こ
と
に
反
対
し
、
思
想
を
欠
い
た
習
慣
と
無
効
な
思
想
と
は
同

じ
事
実
の
両
面
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
習
慣
が
一
種
の
技
術
と
し
て
思
想
を
含
む
如
く
、
思
想
も
習
慣
的
に
、

従
っ
て
技
術
的
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
効
力
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
し
か
る
に
技
術
は
習
慣
的
に
、
そ
れ
故

に
自
然
的
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
技
術
と
し
て
完
成
し
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
で
に
察
知
し
得
る

よ
う
に
、
技
術
は
確
か
に
合
理
性
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
こ
の
合
理
性
は
単
純
な
合
理
性
で

あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
や
が
て
詳
し
く
論
ず
る
如
く
、
技
術
は
構
想
力
に
属
し
て
い
る
。
技
術
は
そ
の
本
質
に

お
い
て
発
明
で
あ
り
、「
発
明
の
論
理
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
構
想
力
の
論
理
で
あ
る
。
発
明
は
明
ら
か
に
科
学

を
前
提
し
、
こ
れ
に
反
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
つ
ね
に
一
般
的
法
則
か
ら
の
合
理
的
推

論
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
発
明
と
は
形
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
形
の
論
理
、
従
っ
て
構
想
力
の
論
理
を
除
い
て



一
七
六

発
明
は
考
え
ら
れ
な
い
。
技
術
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
と
し
て
、
純
粋
に
客
観
的
で
ロ

ゴ
ス
的
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
科
学
―
―
こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
に
論
評
を
要
す
る
―
―
と
は
異
な
る
も
の
で
あ

る
。
技
術
に
お
い
て
客
観
的
な
も
の
は
主
観
化
さ
れ
、
主
観
的
な
も
の
は
客
観
化
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
過
程
は

決
し
て
単
に
相
互
作
用
の
関
係
と
見
ら
る
べ
き
で
な
く
、技
術
は
つ
ね
に
主
体
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
主
観
的
な
も
の
の
支
配
に
終
る
の
で
あ
る
。
自
己
以
外
に
目
的
を
有
し
な
い
技
術
が
な

お
手
段
と
見
ら
れ
る
の
も
か
よ
う
な
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
。
従
っ
て
ま
た
技
術
が
手
段
で
あ
る
と
い
う
意
味
は

外
面
的
に
理
解
さ
る
べ
き
こ
と
で
な
い
。
そ
の
関
係
は
恰
も
一
方
に
お
い
て
環
境
と
主
体
と
の
均
衡
で
あ
る
と
こ

ろ
の
習
慣
が
他
方
に
お
い
て
は
す
べ
て
能
動
的
で
あ
る
と
い
う
関
係
に
類
似
し
て
い
る
。
習
慣
は
環
境
に
対
す
る

適
応
で
あ
る
と
同
時
に
自
己
自
身
に
対
す
る
適
応
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
習
慣
に
お
け
る
技
術
は
外
的
技
術
で
あ
る

と
共
に
内
的
技
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
後
者
は
何
よ
り
も
精
神
と
身
体
と
の
均
衡
に
関
わ
っ
て
い
る
。
構
想
力

に
よ
っ
て
人
間
の
身
体
と
精
神
と
は
聯
関
す
る
と
い
う
カ
ス
ネ
ル
の
あ
の
秘
密
に
充
ち
た
言
葉
も
、
こ
こ
に
合
理

的
な
説
明
の
鍵
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。＊

即
ち
人
間
の
身
体
と
精
神
と
は
内
的
技
術
に
よ
っ
て
聯
関

さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
技
術
は
構
想
力
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
カ
ス
ネ
ル
に
お
い
て

は
技
術
は
神
話
的
に
魔
術
の
如
く
見
ら
れ
て
い
る
。
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＊
　R

udolf K
assner, M

elancholia, 1915, S. 147.
生
命
の
す
べ
て
の
活
動
は
技
術
的
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
の
身
体
で
さ
え
、
進
化
論
者
の
考
え

る
よ
う
に
、
環
境
に
対
す
る
適
応
と
し
て
、
そ
れ
故
に
技
術
的
に
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
生
命
あ
る
も
の
は
環

境
に
対
し
て
自
己
を
技
術
的
に
、
発
明
的
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
し
且
つ
進
化
す
る
。
自
然
も
技
術

的
で
あ
る
。
す
べ
て
技
術
的
に
生
成
し
た
も
の
は
組
織
も
し
く
は
構
造
を
具
え
て
い
る
。
生
命
と
構
造
と
は
分
離

さ
れ
得
な
い
。
有
機
体
の
組
織
と
最
も
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
の
は
本
能
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る

に
本
能
は
同
一
の
種
に
お
い
て
さ
え
形
の
異
な
る
に
応
じ
て
異
な
っ
て
い
る
。
蜂
は
、
男
性
で
あ
る
か
、
女
性
で

あ
る
、か
、中
性
で
あ
る
か
に
従
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
本
能
を
有
し
て
い
る
。
他
の
昆
虫
に
お
い
て
も
、幼
虫
、蛹
、

蛾
と
、
転
態
の
諸
様
相
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
本
能
が
継
起
的
に
現
れ
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
本
能
は
か
よ

う
に
有
機
的
構
造
と
不
可
分
で
あ
り
、
直
接
的
な
活
動
の
自
然
的
な
道
具
で
あ
る
。
し
か
も
本
能
の
活
動
は
、
一

方
に
お
い
て
は
環
境
に
対
す
る
種
の
適
応
、
他
方
に
お
い
て
は
種
の
タ
イ
プ
に
対
す
る
個
体
の
適
応
と
い
う
二
重

の
適
応
を
実
現
す
る
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
本
能
で
さ
え
、
ス
ゴ
ン
の
云
う
如
く
一
つ
の
パ
ン
セ
（
思
想
）
で

あ
り
、
或
は
ラ
シ
ュ
リ
エ
（Lachelier

）
の
云
う
如
く
「
自
然
の
イ
デ
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
本
能
に
お
い
て
は
思
想
も
技
術
も
全
く
自
然
の
う
ち
に
沈
ん
で
お
り
、
自
然
そ
の
も
の
で
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あ
る
。
我
々
は
こ
れ
ま
で
習
慣
の
合
理
性
と
技
術
性
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
が
、
習
慣
も
本
能
と
同

じ
く
、
そ
こ
で
は
合
理
性
も
技
術
性
も
自
然
の
う
ち
に
沈
み
、
一
種
の
自
然
、
い
わ
ゆ
る
第
二
の
自
然
と
な
る
の

は
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
尤
も
、
技
術
は
す
べ
て
習
慣
的
に
な
る
と
い
う
内
的
必
然
的
な
傾
向
を
含

み
、
そ
の
点
に
技
術
は
単
な
る
合
理
性
の
み
か
ら
は
説
明
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
存
在
す
る
。
し
か
し
固
有
な
意
味

に
お
け
る
技
術
は
本
能
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
は
本
能
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
本
能
が
有

機
的
な
器
官 O

rgan 
と
不
可
分
に
結
び
附
い
て
い
る
に
反
し
て
、
固
有
な
意
味
に
お
け
る
技
術
は
機
械
的
な
道

具 W
erkzeug 

を
作
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
本
能
は
全
く
「
内
面
的
」
で
あ
る
、
そ
こ
に
は

生
命
の
自
己
自
身
に
対
す
る
直
接
的
な
共
感
が
あ
る
、
こ
れ
に
反
し
て
技
術
的
な
知
性
、
道
具
を
作
り
且
つ
使
う

知
性
は
全
く
機
械
的
で
外
面
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
外
面
性
は
決
し
て
単
な
る
外
面
性
で
な
く
、
却

っ
て
超
越
に
基
づ
く
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
内
在
論
は
か
く
の
如
き
超
越
の
意

味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
技
術
は
超
越
の
根
柢
に
お
い
て
初
め
て
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

も
技
術
は
単
な
る
知
性
に
基
づ
く
の
で
な
く
寧
ろ
構
想
力
に
関
わ
っ
て
い
る
。
制
度
は
本
質
的
に
技
術
的
に
作
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
も
論
じ
て
い
る
如
く
、
制
度
は
本
能
の
産
物
で
な
く
、
制
度
の
基
礎
に
は
彼
の
造

語
を
用
い
れ
ば
「
道
具
意
識
」tool consciousness 

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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制
度
は
も
と
よ
り
個
人
的
な
習
慣
か
ら
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
い
。
け
れ
ど
も
右
の
記
述
は
制
度
の
構
造
性

に
つ
い
て
先
に
述
べ
た
規
定
に
照
応
し
て
、
制
度
の
本
質
の
理
解
に
役
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。
制
度
は
或
る
意
味

に
お
い
て
す
べ
て
習
俗
も
し
く
は
慣
習
か
ら
出
て
く
る
。
そ
れ
は
し
か
し
慣
習
か
ら
た
だ
自
然
的
に
生
長
す
る
も

の
で
は
な
い
。
制
度
が
慣
習
と
は
異
な
り
構
造
を
有
す
る
も
の
と
し
て
生
ず
る
た
め
に
は
意
識
的
な
技
術
が
加
わ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
制
度
は
慣
習
と
技
術
と
の
統
一
で
あ
る
と
云
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
と
き
技
術
は
合
理

性
を
、
慣
習
は
「
感
情
と
信
仰
と
の
要
素
」
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
制
度
は
具
体
的
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素

の
綜
合
を
求
め
る
も
の
と
し
て
単
純
に
合
理
的
な
過
程
に
よ
っ
て
作
ら
れ
得
る
も
の
で
な
い
。
自
然
の
支
配
及
び

こ
の
支
配
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
道
具
の
発
明
は
仮
に
純
粋
に
合
理
的
な
過
程
で
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
制
度
の

創
造
に
は
こ
れ
と
は
性
質
を
異
に
す
る
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
技
術
は
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
と
同
時
に
パ
ト
ス

的
な
構
想
力
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
仮
に
何
等
か
の
制
度
が
純
粋
に
合
理
的
な
思
惟
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
運
用
し
て
ゆ
く
上
で
は
そ
れ
を
社
会
の
慣
習
に
適
合
さ
せ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ず
、
か
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く
し
て
制
度
運
用
の
技
術
に
お
い
て
は
構
想
力
が
必
要
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
か
よ
う
な
運
用
に
お
い
て
慣
習
的

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
制
度
は
固
有
な
意
味
に
お
け
る
制
度
と
な
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
制
度
の

根
柢
に
は
つ
ね
に
構
想
力
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
の
技
術
と
社
会
の
技
術
、
科
学
的
技
術
と
政
治
的
技

術
と
の
間
に
は
お
の
ず
か
ら
相
違
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

制
度
は
個
人
的
な
習
慣
か
ら
で
は
な
く
て
社
会
的
な
慣
習
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
人
的
な
習
慣
も
社

会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
す
べ
て
の
個
人
は
社
会
の
う
ち
に
産
れ
落
ち
、
現
存
す
る
慣
習
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
条
件
の
も
と
に
お
い
て
彼
等
の
習
慣
を
形
成
す
る
。
慣
習
は
多
数
の
個
人
が
同
一
の
状
況
に

対
し
て
類
似
の
仕
方
で
反
応
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
と
云
わ
れ
る
。
制
度
は
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

合
理
化
し
組
織
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
合
理
化
と
組
織
化
と
は
環
境
に
対
し
て
一
層
よ
く
適
応
す
る
た

め
に
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
慣
習
或
い
は
習
俗
、
そ
し
て
制
度
は
環
境
か
ら
影
響
さ
れ
る
。
す
で
に
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
は
そ
れ
ら
が
特
に
自
然
的
環
境
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
尤
も
、
我
々

は
風
土
史
観
も
し
く
は
地
理
的
決
定
論
に
は
同
意
し
難
い
。
自
然
が
人
間
に
働
き
掛
け
得
る
の
も
人
間
が
自
然
に

働
き
掛
け
る
故
で
あ
る
。
自
然
に
対
す
る
技
術
の
発
達
は
人
間
が
自
然
か
ら
直
接
的
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
を
減
じ

て
ゆ
く
。
こ
の
際
な
お
、
習
慣
は
能
動
性
を
高
め
受
動
性
を
低
め
る
と
い
う
、
あ
の
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
方
式
を
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再
び
想
起
す
べ
き
で
あ
る
、
こ
の
方
式
は
慣
習
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
環
境
は
単
に
自
然
的
環
境
の
み
で
な

く
、
社
会
的
並
び
に
文
化
的
環
境
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
制
度
は
そ
れ
ら
の
環
境
に
対
す
る
技
術
的
な
適
応
の
仕

方
と
し
て
作
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
慣
習
は
多
数
の
個
人
が
同
一
の
状
況
に
対
し
て
類
似
の
仕
方
で
反
応
す
る
と
こ

ろ
か
ら
生
ず
る
と
云
わ
れ
た
が
、
他
の
方
面
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
環
境
に
対
し
て
か
よ
う
に
活
動
す
る
そ
れ
ら

の
個
人
の
間
に
は
相
互
作
用
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
彼
等
の
環
境
に
対
す
る
活
動
が
強
力
且
つ
有
効
で
あ
る
た
め
に

は
彼
等
が
一
定
の
仕
方
で
結
合
し
共
同
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
か
く
の
如
き
相
互
作
用
の
中
か
ら
慣
習
が
生

じ
、
こ
の
慣
習
に
よ
っ
て
個
人
は
結
合
さ
れ
る
。
慣
習
は
か
く
し
て
単
に
社
会
の
環
境
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て

の
も
の
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
社
会
の
自
己
自
身
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
合
理
化
と
組

織
化
と
し
て
制
度
は
社
会
が
自
己
自
身
に
与
え
る
構
造
で
あ
り
、
か
よ
う
な
構
造
を
具
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会

は
真
に
社
会
と
な
る
の
で
あ
る
。
環
境
に
対
す
る
人
間
の
働
き
掛
け
が
本
能
的
直
接
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
技
術
的

間
接
的
に
な
る
と
い
う
方
向
へ
進
む
に
従
っ
て
、
か
く
働
き
掛
け
る
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
そ
の
も
の
を
組

織
す
る
こ
と
が
―
―
例
え
ば
分
業
の
発
達
に
よ
っ
て
―
―
愈
々
要
求
さ
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
制
度
の
発
達
が
認
め

ら
れ
る
。
制
度
は
つ
ね
に
人
間
を
、
即
ち
決
し
て
単
に
客
体
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
の
で
き
ぬ
主
体
的
な
も
の
を

対
象
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
制
度
の
技
術
は
自
然
を
対
象
と
す
る
技
術
と
は
異
な
り
、
一
層
多
く
構
想
力
に
属
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し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
科
学
的
技
術
の
如
き
も
の
が
固
有
な
意
味
に
お
け
る
技
術
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

制
度
の
技
術
は
か
よ
う
な
技
術
に
止
ま
ら
ず
、
タ
ク
ト
と
い
う
意
味
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
タ
ク
ト
も
一
種
の
技

術
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
客
体
的
技
術
に
対
す
る
主
体
的
技
術
を
意
味
し
て
い
る
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
は
意

識
の
完
全
な
タ
イ
プ
を
現
す
努
力
は
タ
ク
ト
で
あ
る
と
云
っ
た
が
、
制
度
の
技
術
は
単
な
る
技
術
で
な
く
て
タ
ク

ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
広
義
に
お
い
て
政
治
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
政
治
は

他
の
意
味
と
共
に
就
中
タ
ク
ト
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
政
治
の
科
学
性
乃
至
技
術
性
を
考
え
る
に
当
っ
て

も
、
こ
の
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
体
的
技
術
で
あ
る
タ
ク
ト
に
は
純
粋
に
合
理
的
な
思
惟
の
み

で
な
く
て
構
想
力
が
特
に
要
求
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
制
度
の
創
造
に
合
理
的
な
思
惟
が
必
要
で
な
い
と
云
う
の
で

は
な
い
。
制
度
は
社
会
の
自
己
自
身
に
対
す
る
適
応
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
他
方
環
境
に
対
す
る
適
応
と
し
て

存
在
す
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
客
体
的
技
術
を
含
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
恰
も
習
慣
が
、
す

で
に
記
し
た
如
く
、
そ
れ
の
ま
さ
に
習
慣
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
環
境
に
つ
い
て
の
意
識
的
な
知
識
な
し
に
、
専

ら
自
己
自
身
に
依
る
自
己
自
身
の
模
倣
と
し
て
現
れ
る
如
く
、
制
度
も
慣
習
か
ら
生
れ
も
し
く
は
慣
習
的
に
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
環
境
に
対
す
る
適
応
と
い
う
意
味
を
離
れ
て
専
ら
社
会
の
自
己
自
身
に
対
す
る
適
応
と
し
て
成

立
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
す
で
に
客
体
的
技
術
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
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な
ら
ぬ
。
サ
ム
ナ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
慣
習
の
う
ち
に
は
、
そ
れ
が
顕
現
的
に
さ
れ
る
場
合
、
技
術
的
哲
学 

technical philosophy 

と
な
る
よ
う
な
も
の
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
。
主
体
は
単
に
客
体
に
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、

客
体
に
適
応
し
つ
つ
こ
れ
を
自
己
の
も
の
と
な
し
、
自
己
の
表
現
と
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
主
体
と
な
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
点
、
先
に
イ
デ
ー
乃
至
精
神
と
身
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て

主
体
的
技
術
と
い
わ
れ
る
タ
ク
ト
も
客
体
的
技
術
を
自
己
の
も
の
と
な
し
て
こ
れ
を
自
己
の
う
ち
に
含
ま
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
タ
ク
ト
は
技
術
的
哲
学
の
み
で
な
く
、
再
び
サ
ム
ナ
ー
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
安
寧
の
哲
学 

philosophy of w
elfare 

の
如
き
も
の
を
含
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
の
云
う
よ
う
に
制
度
は
「
道
具

意
識
」
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
単
に
こ
れ
に
止
ま
り
得
る
も
の
で
な
い
。
他
方
安
寧
の
哲
学
も
、
サ

ム
ナ
ー
に
お
い
て
ま
さ
に
そ
の
通
り
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
技
術
的
或
い
は
寧
ろ
タ
ク
ト
的
な
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
技
術
的
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
タ
ク
ト
は
本
来
、
主
体
的
な
も
の
と
客

体
的
な
も
の
と
の
統
一
を
求
め
る
も
の
と
し
て
構
想
力
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
制
度
は
技
術
的
に
作
ら
れ
る
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
が
道
具
或
い
は
機
械
の
如
き
も
の
と
は
異
な

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
。
自
然
を
支
配
す
る
た
め
の
道
具
が
リ
ア
ル
な
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
制
度
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
が
リ
ア
ル
で
あ
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る
と
い
う
の
が
歴
史
の
世
界
で
あ
る
。
制
度
は
社
会
が
自
己
自
身
に
与
え
る
構
造
で
あ
り
、
か
か
る
構
造
な
し
に

は
社
会
は
存
立
し
得
な
い
。
制
度
は
主
体
が
自
己
自
身
に
与
え
る
秩
序
と
し
て
単
な
る
道
具
以
上
の
意
味
を
有
し

て
い
る
。
社
会
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
建
物
で
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
環
境
に
対
す
る
適
応
の
仕

方
が
本
能
的
直
接
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
技
術
的
間
接
的
に
な
る
と
い
う
方
向
へ
進
む
に
従
っ
て
、
か
く
働
き
掛
け

る
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
を
制
度
的
に
結
合
し
組
織
す
る
仕
方
も
発
展
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
支
配
も
そ
れ

に
応
じ
て
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
的
環
境
は
社
会
の
身
体
で
あ
る
と
も
考
え
得
る
よ
う
に
、
科
学
も
科
学
的

技
術
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
歴
史
の
世
界
に
お
い
て
は
制
度
の
意
味
を
有
し
得
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
の
こ
と
で
は
な
い
。
歴
史
の
世
界
に
お
い
て
は
リ
ア
ル
な
も
の
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ

ョ
ナ
ル
な
も
の
が
リ
ア
ル
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
社
会
も
我
々
に
と
っ
て
環
境
と
見
ら
れ
る
如
く
、
制
度
も
我
々
に

と
っ
て
環
境
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
制
度
に
よ
っ
て
我
々
の
た
め
に
新
し
い
環
境
を
創
造
す
る
の

で
あ
る
。
物
で
な
く
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
一
層
重
要
で
あ
る
よ
う
な
世
界
の
う
ち
に
我
々
は
棲
ん
で
い
る
。
我
々

の
行
動
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
が
今
は
我
々
の
行
動
を
指
導
す
る
よ
う
に
な
り
、
我
々
に
対
し
て
新
し
い
且
つ

力
強
い
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
。
我
々
の
生
活
そ
の
も
の
が
リ
ア
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
フ

ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
な
る
。
生
活
が
本
能
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
状
態
か
ら
進
化
す
る
と
い
う
の
は
こ
の
こ
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と
を
意
味
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ッ
ド
も
論
じ
て
い
る
如
く
、
社
会
的
制
度
は
と
り
わ
け
個
人
の
感
情
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
、
文
明
人
は
動
物
や
未
開
人
の
そ
れ
と
は
著
し
く
異
な
る
感
情
の
装
置
を
備
え
て
い
る
。
我
々
は
歴
史

的
存
在
と
し
て
単
に
自
然
か
ら
生
れ
る
の
で
な
く
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
制
度
は
慣
習
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
一
つ
の
制
度
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
に
適
応
し
て

ゆ
く
傾
向
、
或
い
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
を
模
倣
し
て
ゆ
く
傾
向
を
具
え
て
い
る
。
習
慣
の
本
性
は
肯
定
的
、

主
張
的
、
自
己
永
続
的
で
あ
る
。
自
己
肯
定
的
で
あ
る
こ
と
は
ま
た
パ
ト
ス
の
本
性
で
も
あ
る
。
制
度
は
自
己
自

身
に
依
っ
て
自
己
自
身
を
模
倣
す
る
と
い
う
傾
向
の
た
め
に
固
定
的
と
な
る
。
か
く
固
定
的
に
な
っ
た
制
度
は

発
展
し
て
ゆ
く
社
会
に
対
し
て
適
応
し
得
な
く
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
制
度
は
帽
子
の
よ
う
に
ひ
と
が
勝
手
に
被

っ
た
り
脱
い
だ
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
い
故
に
、
そ
の
と
き
ひ
と
は
そ
の
制
度
を
何
等
か
の
方
法
に
よ

っ
て
変
化
し
た
社
会
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
。
か
よ
う
な
場
合
に
見
出
さ
れ
る
の
は
メ
ー
ン
が
法
的
擬
制 

legal fiction 

と
称
し
て
い
る
よ
う
な
過
程
で
あ
る
。＊

即
ち
そ
の
場
合
、
法
律
の
文
字
は
元
の
ま
ま
に
止
ま
っ
て

い
て
、
そ
の
適
用
が
変
え
ら
れ
、
か
く
し
て
そ
の
法
律
の
実
質
的
に
は
変
化
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
が
隠
さ

れ
る
。
法
律
は
そ
の
と
き
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
意
味
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
制
度
が
固
定
的
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
パ
ト
ス
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
固
定
し
た
制
度
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
す
る



一
八
六

た
め
に
は
ロ
ゴ
ス
的
な
活
動
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ど
こ
ま
で
も
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
制

度
を
破
壊
し
て
し
ま
う
の
ほ
か
な
く
、
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
限
り
、
法
的
擬
制
の
如
き
方
法
が
用
い
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
構
想
力
の
活
動
が
要
求
さ
れ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
ロ
ゴ
ス
的

と
パ
ト
ス
的
と
の
統
一
と
い
う
意
味
を
有
し
、
こ
の
統
一
は
つ
ね
に
技
術
的
に
実
現
さ
れ
る
。
構
想
力
そ
の
も
の

が
本
来
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
制
度
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
技
術
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
フ

ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
婦
人
の
掠
奪
に
よ
る
婚
姻
は
、
後
に
そ
の
掠
奪
が
技
術

化
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ば

「
事
実
」に
ま
で
堕
落
し
た
制
度
も
、擬
制
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
度
と
し
て
の
生
命
を
維
持
し
得
る
こ
と
は
、

メ
ー
ン
の
い
う
法
的
擬
制
に
お
い
て
見
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
。
も
と
よ
り
一
定
の
制
度
は
適
応
の
限
界
を
有
し
て

い
る
。
批
判
的
精
神
は
増
大
し
、
や
が
て
そ
の
制
度
を
破
壊
す
る
が
、
ひ
と
は
直
ち
に
不
幸
を
感
じ
、
再
び
新
し

い
制
度
を
作
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

＊
　C

f. H
enry Sum

ner M
aine, Ancient law

.

慣
習
は
社
会
の
自
己
自
身
に
対
す
る
適
応
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
。
制
度
の
主
体
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
い

わ
ゆ
る
目
的
主
体 Zw

ecksubjekt 

は
個
人
で
な
く
て
社
会
で
あ
る
。
個
人
は
寧
ろ
制
度
の
技
術
に
お
け
る
客
体
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度

で
あ
る
。
も
と
よ
り
人
間
は
単
な
る
客
体
で
な
く
て
主
体
で
あ
る
。
か
か
る
主
体
的
・
客
体
的
な
人
間
を
自
己
の

対
象
即
ち
客
体
と
す
る
技
術
と
し
て
制
度
は
パ
ト
ス
的
・
ロ
ゴ
ス
的
な
構
想
力
に
属
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
単
な
る
客
体
で
な
く
て
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
個
人
は
社
会
に
対
し
て
そ
の
外
部
に
あ
る
と

は
考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
却
っ
て
社
会
は
自
己
の
う
ち
に
個
人
を
包
む
の
で
あ
る
。
制
度
は
単
に
外
的
な
も
の

で
な
く
、
社
会
が
自
己
自
身
に
与
え
る
内
的
秩
序
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
一
定
の
社
会
に
お
け
る
種
々
な

る
制
度
は
サ
ム
ナ
ー
の
い
わ
ゆ
る
斉
合
性 consistency 

へ
の
傾
向
を
有
し
、
相
互
に
適
応
し
合
う
。
一
定
の
時

代
に
お
け
る
社
会
が
全
体
と
し
て
一
定
の
形
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
も
、か
く
の
如
き
傾
向
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

斉
合
性
と
い
う
の
は
単
な
る
合
理
性
へ
の
要
求
で
あ
る
以
上
に
形
へ
の
要
求
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
制
度
の
技
術

は
多
数
の
個
人
を
客
体
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
個
人
を
な
お
客
体
と
な
し
得
る
と
こ
ろ

に
社
会
の
真
の
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
主
体
性
は
超
越
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
社
会
は
単
に

個
人
と
個
人
と
の
相
互
作
用
の
関
係
に
帰
し
得
る
も
の
で
な
く
、
超
越
的
主
体
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
制
度
が

個
人
に
対
し
て
規
範
的
な
、
拘
束
的
な
性
質
を
有
す
る
と
い
う
の
も
、
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
か
の
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
派
の
思
想
の
如
き
は
個
人
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
、
社
会
に
対
す
る
個
人
の
自
律
性
乃

至
独
立
性
を
認
め
得
な
い
と
い
う
欠
陥
を
含
ん
で
い
る
。
個
人
は
単
に
社
会
に
対
し
て
客
体
で
あ
る
の
で
な
く
、
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ま
た
逆
に
個
人
は
社
会
を
も
客
体
と
な
し
得
る
主
体
で
あ
る
。
制
度
も
意
識
的
な
技
術
で
あ
る
限
り
か
よ
う
な
個

人
の
発
明
に
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
タ
ル
ド
の
云
う
如
く
、
慣
習
で
さ
え
そ
の
起
原
に
溯
れ
ば
個
人
の
発
明
で

あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
慣
習
と
な
る
た
め
に
は
、
タ
ル
ド
の
云
う
如
く
、
模
倣
が
行
わ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
個
人
と
個
人
と
の
模
倣
の
関
係
が
可
能
と
な
る
根
拠
と
し
て
一
般
者
で
あ
る
と
こ
ろ

の
社
会
が
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
制
度
は
社
会
を
も
客
体
と
な
し
得
る
主
体
と
し
て
の
個
人
に
よ
っ

て
創
造
さ
れ
る
。
し
か
し
か
く
の
如
く
個
人
に
よ
っ
て
客
体
と
な
さ
れ
る
社
会
は
ま
さ
に
「
制
度
的
社
会
」
と
い

う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
制
度
的
社
会
は
、
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
個
人
を
ど
こ
ま
で
も
包
み
、
個
人

は
そ
れ
か
ら
創
造
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
「
創
造
的
社
会
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
創
造
的
社
会

こ
そ
真
の
超
越
的
主
体
で
あ
る
。
発
明
的
な
個
人
は
か
か
る
創
造
的
社
会
と
一
つ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
明
的

で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
超
越
な
く
し
て
は
技
術
も
考
え
ら
れ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
は
技
術
的
で
あ

る
と
云
っ
た
が
、
社
会
こ
そ
技
術
的
で
あ
り
、
人
間
も
社
会
か
ら
技
術
的
に
創
造
さ
れ
る
と
云
い
得
る
。
こ
の
場

合
制
度
的
社
会
の
根
柢
に
創
造
的
社
会
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
創
造
的
社
会
と
制
度
的
社
会
と
の
関
係
は
い

わ
ゆ
る
能
産
的
自
然 natura naturans 

と
所
産
的
自
然 natura naturata 

と
の
関
係
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
主
体

と
客
体
と
が
抽
象
的
に
分
離
さ
れ
得
な
い
よ
う
に
、
制
度
的
社
会
と
創
造
的
社
会
と
は
抽
象
的
に
分
離
す
る
こ
と
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制
度

が
で
き
ぬ
。人
間
は
社
会
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
逆
に
社
会
を
作
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
制
度
を
論
じ
て
技
術
の
問
題
に
突
き
当
っ
た
我
々
は
、
次
に
技
術
に
つ
い
て
一
層
詳
細
な
研
究
に
入
ろ
う

と
思
う
。
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技
術

一

制
度
の
分
析
は
制
度
の
う
ち
に
技
術
の
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
今
や
我
々
は
技
術
に
我
々

の
考
察
を
向
け
、
そ
し
て
我
々
の
意
図
に
従
っ
て
特
に
技
術
と
構
想
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
。

技
術
と
い
う
語
は
、
最
も
広
い
意
味
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
一
定
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
手
続
、

す
べ
て
の
手
段
、
手
段
の
す
べ
て
の
結
合
、
す
べ
て
の
体
系
を
意
味
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
ひ
と
は
例
え
ば

話
の
技
術
、
唄
の
技
術
、
演
劇
の
技
術
、
戦
闘
の
技
術
、
飛
行
の
技
術
等
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
の
み
で
な
く
恋

愛
の
技
術
―
―
古
代
人
の
い
わ
ゆ
る A

rs am
andi 

―
―
に
つ
い
て
さ
え
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
技
術
は
、
一
層

狭
い
意
味
に
お
い
て
は
、一
定
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
道
具
と
呼
ば
れ
る
物
的
手
段
を
介
し
て
行
わ
れ
る
手
続
、

ゾ
ン
バ
ル
ト
の
い
う
道
具
的
技
術 Instrum

entaltechnik 
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
音
楽
の
道
具
も

あ
れ
ば
、
戦
争
の
道
具
も
あ
り
、
外
科
手
術
の
道
具
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
技
術
は
、
更
に
狭
い
意
味
に
お
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技
術

い
て
、
か
よ
う
な
道
具
を
作
る
た
め
の
手
続
、
或
は
一
般
に
物
的
生
産
の
た
め
の
手
段
と
し
て
限
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
生
産
技
術 Produktionstechnik 

と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
依
っ
て
経
済
的

技
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。＊

技
術
と
い
う
語
は
か
く
の
如
く
広
く
も
狭
く
も
用
い
ら
れ
る
が
、
近
代
に
お
い

て
一
方
自
然
科
学
的
思
惟
が
支
配
的
と
な
り
、
他
方
社
会
生
活
に
お
け
る
経
済
に
決
定
的
な
重
要
性
が
認
め
ら
れ

る
に
従
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
生
産
技
術
が
固
有
の
意
味
に
お
け
る
技
術
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
情
を
離
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
に
は
深
い
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
技
術
と
生
産
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ

る
。
自
然
も
技
術
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
場
合
、
自
然
も
生
産
的
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
産
の
概
念

は
技
術
の
概
念
に
と
っ
て
構
成
的
な
要
素
で
あ
る
。
た
だ
生
産
と
い
う
こ
と
は
広
く
も
狭
く
も
解
せ
ら
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
生
産
の
概
念
が
経
済
的
生
産
の
意
味
か
ら
拡
張
さ
れ
る
に
従
っ
て
技
術
の
概
念
も
こ
れ
に
応
じ
て
拡

張
さ
れ
、
逆
に
技
術
の
概
念
が
経
済
的
技
術
の
意
味
か
ら
拡
張
さ
れ
る
に
従
っ
て
生
産
の
概
念
も
こ
れ
に
応
じ
て

拡
張
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
拡
張
さ
れ
た
意
味
に
お
け
る
生
産
を
ポ
イ
エ
シ
ス
（
制
作
）
と
名
附
け
る
な

ら
ば
、
す
べ
て
の
ポ
イ
エ
シ
ス
は
技
術
的
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
道
具
の
概
念
も
技
術
の
概
念

に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
あ
る
。
道
具
の
意
味
も
技
術
の
意
味
の
広
狭
に
応
じ
て
広
く
も
狭
く
も
解
せ
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
固
有
な
意
味
に
お
け
る
技
術
を
経
済
的
技
術
と
見
る
場
合
、
道
具
は
機
械
的
道
具
に
限
定
さ
れ
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る
が
、
広
い
意
味
に
お
い
て
は
身
体
の
諸
部
分
即
ち
有
機
的
器
官
、
身
体
そ
の
も
の
も
道
具
と
考
え
ら
れ
、
更
に

全
自
然
も
人
間
に
と
っ
て
身
体
の
意
味
を
有
し
、
従
っ
て
道
具
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
は
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
い
わ
ゆ
る
道
具
的
技
術
で
な
い
技
術
も
道
具
的
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
生
産

の
概
念
と
道
具
の
概
念
と
が
技
術
の
概
念
に
と
っ
て
定
義
的
要
素
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

＊
　W

erner Som
bart, Technik und K

ultur,  【in

】“Verhandlungen des Ersten D
eutschen Soziologentages”, 【:vom

 

19.-22. O
ktober 1910 in Frankfurt a. M

.

】1911.

す
で
に
取
扱
っ
た
範
疇
に
関
係
附
け
て
考
え
る
な
ら
ば
、
技
術
も
或
る
意
味
に
お
い
て
は
制
度
的
な
も
の
で
あ

る
。
技
術
は
習
慣
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
の
意
味
を
発
揮
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら

技
術
は
一
つ
の
制
度
に
な
っ
て
く
る
。
技
術
は
習
慣
の
訓
練
と
規
律
と
の
も
と
に
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
列
に
就

き
、
習
慣
や
時
効
の
斉
合
性
―
―
サ
ム
ナ
ー
が
モ
ー
レ
ス
に
本
質
的
な
傾
向
と
見
做
し
た consistency

―
―
を
獲

得
し
、
か
く
し
て
制
度
の
性
格
と
力
と
を
具
え
て
く
る
。
技
術
は
習
慣
的
自
明
性
と
な
る
の
み
で
な
く
、
社
会
的

コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
我
々
の
行
為
に
と
っ
て
規
範
的
意
味
を
有
す
る
よ
う

に
な
る
。
慣
習
に
よ
っ
て
そ
れ
は
ま
た
そ
の
時
代
の
常
識
の
中
へ
組
織
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ブ
レ
ン

が
力
説
し
て
い
る
よ
う
に
制
度
的
性
質
は
技
術
の
重
要
な
一
面
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。＊

有
史
前
の
一
定
の
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時
代
を
石
器
時
代
と
か
青
銅
器
時
代
と
か
鉄
器
時
代
と
か
と
称
し
、
或
い
は
ま
た
一
定
の
歴
史
的
社
会
を
封
建
制

と
か
資
本
制
と
か
と
名
附
け
て
時
代
を
区
分
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
根
本
に
お
い
て
は
、
技
術
が
制
度
的
に
な
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
た
め
に
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
技
術
の
制
度
的
存
在
に
注
意
す
る
こ
と
は
技
術
の
意
味
の

具
体
的
な
理
解
に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
。
し
か
も
技
術
が
制
度
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
外
的
な
理
由
に
依

る
の
で
な
く
、
技
術
の
存
在
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
性
質
に
基
づ
い
て
い
る
。
ラ
ッ
セ
ル
が
科
学
的
気
質
と
科
学

か
ら
出
た
科
学
的
技
術
の
性
質
と
を
区
別
し
、
前
者
が
用
心
深
く
、
試
験
的
で
、
自
由
を
尚
ぶ
に
反
し
、
後
者
に

は
固
定
的
で
保
守
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
技
術
の
そ
の
よ
う
な
性
質
に
基
づ
く
で
あ
ろ
う＊
＊。

科
学
が
制
度
的
に
な
る
こ
と
の
極
め
て
尠
い
の
に
対
し
、
技
術
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
制
度
化
さ
れ
る
傾
向
を
具
え

て
い
る
。
科
学
は
技
術
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
―
―
歴
史
的
自
然
に
な
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
科

学
と
常
識
と
が
つ
ね
に
判
然
と
区
別
さ
れ
る
に
反
し
て
、
技
術
が
絶
え
ず
常
識
の
組
織
の
中
へ
繰
り
入
れ
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
も
、
技
術
の
、
そ
し
て
常
識
の
制
度
的
も
し
く
は
ノ
モ
ス
的
性
質
に
関
係
し
て
い
る
。
常
識
も
技
術

も
或
る
実
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
制
度
的
性
質
を
有
し
て
い
る
。

＊
　Thorstein Veblen, The instinct of w

orkm
anship and the state of the industrial arts, Third reprint 1937.

＊
＊
　B

ertrand R
ussell, Religion and science, 1935.
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し
か
し
技
術
は
特
に
神
話
の
形
に
お
い
て
存
在
す
る
。
呪
術
或
は
魔
術 M

agie 

と
い
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で

あ
る
。
未
開
社
会
に
お
い
て
は
神
話
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
呪
術
が
ま
た
支
配
的
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。「
も
し
我
々
が
服
飾
の
起
原
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
も
し
我
々
が
社
会
的
諸
関
係
及
び
活
動
、
例

え
ば
婚
姻
、
戦
争
、
農
業
、
家
畜
の
飼
養
等
の
起
原
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
も
し
我
々
が
自
然
人
の
心

理
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
―
―
我
々
は
つ
ね
に
呪
術
と
呪
術
に
対
す
る
信
仰
と
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
」、
と
プ
ロ
イ
ス
は
云
っ
て
い
る
。＊

呪
術
そ
の
も
の
は
生
存
の
た
め
の
闘
い
の
直
接
の
帰
結
と
し
て
そ
れ
が

本
能
の
段
階
を
越
え
る
場
合
生
れ
る
の
で
あ
り
、
宗
教
と
技
術
と
は
呪
術
か
ら
何
等
の
間
隔
な
し
に
出
て
く
る
と

云
わ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
技
術
が
主
体
と
環
境
と
の
間
の
作
業
的
関
係
で
あ
る
よ
う
に
、
呪
術
も
生
存
の
た
め

の
闘
い
か
ら
生
れ
る
も
の
と
し
て
環
境
を
自
己
の
意
志
に
従
え
よ
う
と
す
る
人
間
の
行
為
の
一
つ
の
、
原
始
的
な

形
式
で
あ
る
。
即
ち
呪
術
は
技
術
的
目
的
を
含
ん
で
お
り
、
た
だ
固
有
な
意
味
に
お
け
る
技
術
が
環
境
に
つ
い
て

の
客
観
的
な
科
学
的
な
知
識
を
基
礎
と
す
る
に
反
し
、
呪
術
は
或
る
神
秘
的
な
力
を
信
じ
て
い
る
。
簡
単
に
言
え

ば
、
呪
術
は
技
術
の
神
話
的
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
神
話
そ
の
も
の
も
或
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
技
術
的
要
求

に
基
づ
く
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
環
境
の
う
ち
に
生
存
す
る
も
の
と
し
て
彼
等
の
技
術
的
要

求
は
普
遍
的
で
あ
る
。
神
話
に
特
徴
的
な
観
念
は
擬
人
論 anthropom

orphism
 

或
は
物
活
論 anim

ism
 

で
あ
る
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と
一
般
に
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
に
依
れ
ば
、
か
よ
う
な
擬
人
論
的
観
念
は
「
工
人
の
感
覚

そ
の
も
の
の
自
己
混
濁
」the self-contam

ination of the sense of w
orkm

anship itself 

で
あ
る＊
＊。
擬
人
論
の
本

質
的
な
特
徴
は
行
為
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
行
為
の
人
間
的
様
式
に
従
っ
て
、
外
物
に
想
入
す
る
こ
と
に
存
す
る

の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
擬
人
論
は
普
通
に
「
工
人
の
言
葉
に
お
け
る
現
象
の
解
釈
」
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち

そ
こ
で
は
外
物
も
工
作
的
人
間
と
同
じ
よ
う
に
物
事
を
為
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
観
察
の
事
実
は
工
人

の
事
実
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
工
人
の
論
理
は
出
来
事
の
論
理
と
な
る
。」
人
間
は
彼
等
に
最
も
根
本
的
な

本
能
と
見
ら
れ
る
工
作
の
性
向
を
、
ま
さ
に
工
作
の
本
能
そ
の
も
の
の
要
求
に
基
づ
い
て
、
観
察
さ
れ
た
現
象
に

想
入
し
て
こ
れ
を
解
釈
す
る
と
い
う
の
が
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
意
味
す
る
工
作
の
感
覚
（
本
能
）
の
自
己
混
濁
で
あ
っ

て
、
そ
の
た
め
に
生
ず
る
擬
人
論
或
は
物
活
論
が
却
っ
て
真
の
技
術
の
発
達
の
妨
害
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
外
物

へ
の
工
作
の
性
向
の
か
よ
う
な
想
入
は
次
第
に
素
樸
な
直
接
的
な
段
階
を
去
っ
て
観
察
さ
れ
た
現
象
の
背
後
に
向

っ
て
推
し
進
め
ら
れ
、
そ
し
て
神
話
の
形
成
も
一
層
完
全
に
さ
れ
た
擬
人
論
的
観
念
に
よ
っ
て
一
層
精
緻
に
な

っ
て
く
る
。
し
か
し
工
人
の
性
向
を
外
的
事
実
に
属
せ
し
め
る
と
い
う
傾
向
は
失
わ
れ
ず
に
存
続
し
、
ヴ
ェ
ブ
レ

ン
に
依
れ
ば
、
一
方
そ
れ
は
な
お
近
代
の
科
学
者
を
し
て
彼
の
観
察
を
因
果
作
用
の
観
念
に
お
い
て
一
般
化
す
る

こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
他
方
そ
れ
は
創
造
的
工
人
、
偉
大
な
る
工
匠
と
し
て
の
神
の
観
念
を
存
続
せ
し
め
て
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い
る
。
因
果
の
観
念
の
う
ち
に
か
のpropter hoc  

【
こ
れ
に
因
る
】
が
、
従
っ
て
作
用
も
し
く
は
力
の
観
念
が
含
ま

れ
る
の
は
、
工
人
的
擬
人
論
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
科
学
が
元
来
技
術
的
要

求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
純
粋
な
科
学
的
思
惟
は
か
よ
う
な
観
念
か
ら
解
放

さ
れ
る
こ
と
に
努
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
技
術
的
思
惟
そ
の
も
の
は
そ
の
因
果
関
係
の
思
惟
に
お
い
て 

propter hoc 

の
観
念
か
ら
自
由
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
極
め
て
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
す
で
に
技
術

の
根
柢
に
は
神
話
が
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
神
話
の
根
柢
に
技
術
的
要
求
が
あ
る
よ
う
に
、
技
術
の
根
柢

に
は
神
話
が
あ
る
の
で
あ
る
。
或
は
言
い
換
え
る
と
、
す
べ
て
の
技
術
に
は
何
か
呪
術
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
云

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
か
よ
う
に
い
う
意
味
は
十
分
精
密
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
神

話
を
す
べ
て
技
術
的
要
求
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
一
面
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
―
―
す
で
に
「
神
話
」
の
項
に
お
い

て
述
べ
た
如
く
神
話
的
観
念
は
単
に
擬
人
論
も
し
く
は
そ
の
古
い
形
態
と
見
ら
れ
る
物
活
論
か
ら
は
説
明
さ
れ
な

い
、
我
々
が
構
想
力
の
世
界
と
考
え
る
も
の
が
擬
人
論
や
物
活
論
以
前
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
後
に
「
経
験
」
の

項
に
至
っ
て
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
―
―
、
技
術
を
た
だ
呪
術
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
更
に
危
険
で
あ
る
。
固

有
な
意
味
に
お
け
る
技
術
と
呪
術
と
は
ど
こ
ま
で
も
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
呪
術
は
む
し
ろ
神
話
と
技
術
と
の

中
項
で
あ
る
。「
工
作
人 hom

o faber 

と
宗
教
人 hom

o religiosus 

と
は
、
彼
等
が
今
日
相
互
に
対
し
て
有
す
る
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よ
う
に
見
え
る
態
度
を
取
る
前
に
、
先
ず
呪
術
人 hom

o m
agicus 

に
お
い
て
相
遇
う
」、
と
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク

は
書
い
て
い
る＊
＊
＊。
宗
教
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
呪
術
は
技
術
の
方
へ
追
い
払
わ
れ
る
、
技
術
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
呪

術
は
宗
教
の
方
へ
追
い
帰
さ
れ
る
。
し
か
も
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ク
が
ま
た
、
呪
術
人
は
我
々
の
同
時
代
人
で
あ
る

こ
と
を
や
め
た
の
で
な
く
、
彼
は
恐
ら
く
そ
の
日
常
生
活
の
過
程
に
お
け
る
我
々
の
同
時
代
人
の
大
衆
の
心
理
を

現
す
と
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
呪
術
は
単
に
過
去
の
も
の
に
属
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
す
べ
て
の
技
術
に
は
何

か
呪
術
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
固
有
な
意
味
に
お
け
る
技
術
に
つ
い
て
論
ず
る
に
先
立
っ
て
、
我
々
は

ま
ず
呪
術
の
意
味
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　Preuss in “G

lobus”, LX
X

X
V

II, 419. （W
. G

. Sum
ner, Folkw

ays, p. 5. 

に
拠
る
。）【Preuss, D

er U
rsprung von 

R
eligion und K

unst

】

＊
＊
　Veblen, O
p. cit., pp. 52

―62.

＊
＊
＊
　Léon B

runschvicg, D
e la connaissance de soi, 1931, p. 60.

二
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呪
術
は
甚
だ
曖
昧
な
、
甚
だ
無
限
定
な
現
象
で
あ
り
、
こ
れ
を
定
義
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
と
云
わ

れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
技
術
と
宗
教
と
の
或
る
中
間
物
と
見
ら
れ
て
い
る
。＊

呪
術
は
、
そ
れ
が
実
践
的
目
的
を
有

す
る
点
、
そ
の
適
用
の
大
多
数
が
機
械
的
性
質
を
有
す
る
点
、
そ
の
主
要
観
念
の
或
る
も
の
が
経
験
的
擬
態
を
有

す
る
点
に
お
い
て
、
世
俗
的
技
術
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
特
殊
な
行
使
者
に
訴
え
、
霊
的
な
媒
介
物

に
頼
り
、
祭
祀
的
行
為
を
行
う
場
合
、
呪
術
は
技
術
か
ら
離
れ
て
宗
教
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
宗
教
的
儀
礼
に
し

て
そ
の
等
価
物
を
呪
術
の
う
ち
に
有
し
な
い
も
の
は
殆
ど
な
い
と
云
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
は

ま
た
ひ
と
が
普
通
に
宗
教
に
つ
い
て
抱
く
観
念
と
一
致
し
な
い
点
が
多
く
存
し
、
そ
し
て
宗
教
と
呪
術
と
は
自
身

互
い
に
他
に
反
対
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
宗
教
と
呪
術
と
を
区
別
す
る
二
つ
の
極
は
犠
牲
と
呪
詛
で
あ
る
。
宗

教
は
そ
れ
に
向
っ
て
讃
歌
、
祈
祷
、
犠
牲
が
昇
っ
て
ゆ
く
一
種
の
理
想
を
つ
ね
に
拵
え
て
い
る
。
呪
術
は
こ
の
領

域
を
避
け
、
却
っ
て
そ
の
周
り
に
呪
術
的
儀
礼
が
あ
つ
ま
る
呪
詛
に
向
っ
て
い
る
。
宗
教
的
儀
礼
が
一
般
に
白
日

と
公
共
性
と
を
求
め
る
に
反
し
、
呪
術
的
儀
礼
は
普
通
に
夜
と
闇
と
の
う
ち
に
行
わ
れ
る
。
他
方
呪
術
に
お
け
る

儀
礼
的
行
為
は
創
造
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
物
を
作
る
効
能
を
有
す
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
点
に
お
い
て
呪
術
は
宗
教
よ
り
も
技
術
に
近
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　Voir H

. H
ubert et M

. M
auss, Esquisse d’une théorie générale  de la m

agie, L’année, sociologique V
II, p. 
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85.
【M

arcel M
auss, “Esquisse d’une théorie générale de la m

agie”

】

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
産
の
概
念
と
道
具
の
概
念
と
は
技
術
の
概
念
に
と
っ
て
定
義
的
要
素
で
あ
る
。
し

か
る
に
呪
術
は
そ
の
よ
う
に
先
ず
生
産
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
ス
が
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
呪
術

は
我
々
の
技
術
、
産
業
、
医
学
、
化
学
、
力
学
、
等
々
が
働
く
の
と
同
じ
趣
旨
に
お
い
て
働
く
の
で
あ
る
。「
呪

術
は
本
質
的
に
も
の
を
作
る
術 art de faire 

で
あ
っ
て
、
呪
術
家
は
彼
等
の
能
力
、
彼
等
の
練
達
、
彼
等
の
手

の
巧
者
を
周
到
に
利
用
し
た
。
そ
れ
は
純
粋
生
産
、
無
か
ら
の
（ex nihilo

）
生
産
の
領
域
で
あ
る
、
そ
れ
は
言

葉
や
身
振
り
に
よ
っ
て
技
術
が
労
働
に
よ
っ
て
為
す
こ
と
を
為
す
の
で
あ
る
」＊

。
す
べ
て
の
呪
術
的
行
為
の
含
む

表
象
の
最
小
限
は
効
果
の
表
象
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
実
践
的
目
的
を
有
す
る
た
め
で
あ
る
。
効

能 efficacité 

を
考
え
な
い
よ
う
な
如
何
な
る
呪
術
も
存
し
な
い
。
呪
術
は
そ
の
直
接
的
な
本
質
的
な
効
果
と
し

て
与
え
ら
れ
た
状
態
を
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
呪
術
家
は
つ
ね
に
呪
術
が
「
変
化
の
術
」art 

des changem
ents 

で
あ
る
と
い
う
観
念
を
抱
い
て
い
る＊
＊。
呪
術
家
は
実
践
家
で
あ
る
。
活
動
し
な
い
名
誉
職
の

呪
術
家
と
い
う
も
の
は
存
し
な
い
、
呪
術
家
で
あ
る
た
め
に
は
実
際
に
呪
術
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
呪
術
的

表
象
は
呪
術
家
に
と
っ
て
大
部
分
は
理
論
的
意
味
を
有
す
る
こ
と
な
く
、
彼
等
が
そ
れ
を
定
式
化
す
る
と
い
う
こ

と
も
稀
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
践
的
意
味
し
か
有
せ
ず
、
呪
術
に
お
い
て
は
、
殆
ど
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
し
か
表
現
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さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
最
初
に
体
系
に
還
元
し
た
の
は
呪
術
家
で
な
く
て
哲
学
者
で
あ
る
。
呪
術
的
表
象
の
理

論
を
提
供
し
た
の
は
秘
教
的
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
呪
術
そ
の
も
の
は
デ
モ
ノ
ロ
ジ
ー
【
悪
魔
学
】
を
さ
え
構
成
し

な
か
っ
た
。
デ
モ
ン
の
目
録
を
作
っ
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
宗
教
で
あ
る
と
せ
ら

れ
て
い
る
。
呪
術
に
お
い
て
は
純
粋
な
表
象
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
、
従
っ
て
呪
術
的
神
話
は
胎
児
と
し
て

止
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
宗
教
に
お
い
て
は
神
話
や
教
理
が
発
達
し
て
い
る
。
ま
た
宗
教
が
形
而
上
学
に

傾
き
、
理
想
的
形
象
の
創
造
に
没
頭
す
る
に
反
し
て
、
呪
術
は
自
己
が
そ
の
力
を
汲
み
取
る
神
秘
的
生
活
か
ら
出

て
無
数
の
溝
を
通
じ
て
世
俗
的
生
活
の
中
へ
入
り
込
み
、
こ
れ
に
役
立
た
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
後
者

が
技
術
と
同
様
の
目
的
を
有
す
る
の
に
由
っ
て
い
る
。
宗
教
が
抽
象
的
な
も
の
に
傾
く
よ
う
に
、
呪
術
は
具
体
的

な
も
の
に
傾
く
。
か
く
し
て
呪
術
が
そ
の
種
々
の
目
的
の
追
求
に
お
い
て
個
別
化
さ
れ
特
殊
化
さ
れ
る
に
応
じ

て
、
呪
術
は
次
第
に
技
術
に
類
似
し
て
く
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
呪
術
は
元
来
が
実
践
的
目
的
を
有
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
架
空
の
世
界
で
し
ぐ
さ
を
す
る
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
物
質
を
取
扱
い
、
ほ
ん
と
の
実
験
を
行
い
、
発

見
を
さ
え
な
す
よ
う
に
な
り
、
か
く
し
て
呪
術
は
実
証
科
学
に
傾
き
、
こ
れ
を
準
備
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
宗
教

が
そ
の
知
的
要
素
に
よ
っ
て
形
而
上
学
に
傾
く
に
反
し
て
、
呪
術
は
具
体
的
な
も
の
に
一
層
心
を
打
ち
込
み
、
自

然
を
知
る
こ
と
に
熱
中
し
て
い
る
。
そ
れ
は
植
物
や
鉱
物
な
ど
の
、
現
象
や
存
在
一
般
の
一
種
の
イ
ン
デ
ッ
ク
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ス
を
、
即
ち
天
文
学
的
、
物
理
学
的
及
び
博
物
学
的
諸
科
学
の
最
初
の
梗
概
を
構
成
し
た
。
実
際
、
ギ
リ
シ
ア
に

お
い
て
は
、
占
星
術
や
錬
金
術
の
如
き
呪
術
の
或
る
部
門
は
応
用
自
然
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
呪
術
家
が 

fuvsikoi

（
自
然
学
者
）
の
名
を
受
け
、
ま
た fusikovV 

と
い
う
語
が
呪
術
的
と
い
う
の
と
同
義
語
で
あ
っ
た
の

は
当
然
で
あ
っ
た
と
せ
ら
れ
る＊
＊
＊。呪
術
家
は
彼
等
の
仕
事
の
性
質
上
、知
る
こ
と
は
能
う
こ
と
で
あ
る（savoir c’est 

pouvoir

）の
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
彼
等
の
知
識
は
単
に
分
類
的
で
あ
る
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、

時
に
は
そ
の
原
理
を
発
見
す
る
た
め
に
彼
等
の
知
識
を
体
系
化
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
科
学
は
そ
の
起

原
を
一
部
分
呪
術
家
に
負
う
の
で
あ
っ
て
、そ
こ
に
は
ま
た
未
開
社
会
に
お
い
て
は
自
然
に
つ
い
て
観
察
を
な
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
反
省
乃
至
空
想
す
る
と
い
う
閑
暇
を
有
し
た
の
は
ひ
と
り
呪
術
家
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
存
在

し
て
い
る
。
科
学
的
伝
統
と
知
的
教
育
の
方
法
と
を
構
成
し
た
の
も
彼
等
で
あ
っ
た
と
信
ぜ
ら
れ
る
。

＊
　H

ubert et M
auss, O

p. cit., p. 143.

＊
＊
　Voir Ibid., p. 59.

＊
＊
＊
　Ibid., p. 145.

し
か
し
呪
術
そ
の
も
の
は
決
し
て
科
学
と
同
じ
で
な
い
。
呪
術
は
も
と
純
粋
に
実
践
的
な
目
的
を
有
す
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
観
念
は
、
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
ス
に
依
れ
ば
「
呪
力
」pouvoir m

agique 
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或
い
は
《potentialité m

agique

》
と
称
せ
ら
れ
る
神
秘
的
力
の
観
念
で
あ
る
。
呪
術
は
元
来
自
然
法
則
に
関
心

す
る
の
で
な
い
よ
う
に
、
ま
た
特
に
個
物
に
関
心
す
る
の
で
も
な
い
。
従
っ
て
呪
術
の
う
ち
に
は
神
話
を
発
展
さ

せ
る
に
足
り
る
よ
う
な
人
格
的
表
象
が
含
ま
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
神
話
は
初
歩
的
に
止
ま
っ
て
い
る
、
呪
術
は

デ
モ
ン
の
物
語
を
作
る
こ
と
を
欲
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
神
々
も
呪
術
の
中
に
入
れ
ば
、
人

格
性
を
失
い
、
い
わ
ば
彼
等
の
神
話
を
脱
ぎ
棄
て
る
、
呪
術
は
彼
等
に
お
い
て
個
性
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
却
っ

て
性
能
、
力
を
問
題
に
し
、
勝
手
に
そ
の
形
を
毀
し
、
彼
等
を
し
ば
し
ば
単
な
る
名
に
変
え
て
し
ま
う
。＊

か
く
し

て
呪
術
に
本
質
的
な
も
の
と
し
て
残
る
の
は
呪
力
と
い
う
「
漠
た
る
力
」（pouvoir vague

）
で
あ
り
、
こ
の
も

の
は
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
デ
モ
ン
の
形
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
呪
力
は
寧
ろ
呪
術
家
の
力

や
儀
礼
の
力
や
霊
的
存
在
者
の
力
な
ど
が
そ
れ
の
種
々
の
表
現
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
よ
う
な
力
で
あ
る
。
蓋
し

こ
れ
ら
の
も
の
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
が
ま
さ
に
、
或
い
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
依
っ
て
、
或
い
は
特
殊
な
儀
礼

に
依
っ
て
、
一
つ
の
力
即
ち
機
械
的
で
な
く
て
呪
術
的
な
力
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
賦
与
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て

の
み
、
呪
術
の
要
素
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
尤
も
呪
力
の
観
念
は
、
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
我
々
の
機

械
力
の
観
念
と
完
全
に
比
較
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
運
動
の
原
因
を
力
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
呪
力
は
呪
術
的

結
果
、
病
気
や
死
、
幸
福
や
健
康
等
の
原
因
、
そ
の
い
わ
ゆ
る causa efficiens 

で
あ
る
。
効
能 efficacité 

の
観
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念
は
機
械
力
を
用
い
る
技
術
に
お
い
て
も
呪
術
に
お
い
て
と
同
様
基
礎
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
呪
力
の

観
念
に
お
い
て
極
め
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
観
念
は
問
題
の
力
が
そ
こ
で
働
く
環
境
の
観
念
を
含
む
と
い

う
こ
と
で
あ
る＊
＊。
こ
の
神
秘
的
環
境
に
お
い
て
は
、
事
物
は
感
覚
的
世
界
に
お
け
る
の
と
は
全
く
異
な
る
過
程
を

と
る
、
そ
こ
で
は
距
離
も
接
触
を
妨
げ
ず
、
希
望
は
直
ち
に
実
現
さ
れ
、
す
べ
て
の
物
は
霊
的
に
な
り
得
る
。
こ

の
力
の
観
念
と
こ
の
環
境
の
観
念
と
は
不
可
分
で
あ
る
、
両
者
は
絶
対
的
に
一
致
し
、
同
時
に
同
一
の
手
段
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
。
呪
力
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
仕
掛
で
あ
る
儀
礼
の
諸
形
式
は
、
同
時
に
ま
た
環

境
を
創
造
す
る
と
こ
ろ
の
仕
掛
で
あ
る
。
か
よ
う
な
力
と
環
境
と
の
複
合
観
念
は
、
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
ス
に
依
れ

ば
、
我
々
の
言
語
や
我
々
の
理
性
の
抽
象
的
な
範
疇
を
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
派
の

人
々
の
云
う
如
く
、
そ
れ
は
個
人
的
な
主
知
的
な
心
理
か
ら
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
集
合
表
象
と
し
て

説
明
さ
れ
る
の
ほ
か
な
い
と
し
て
も
、
ま
さ
に
こ
の
心
理
の
論
理
的
性
質
、
い
わ
ゆ
る
「
集
合
的
思
惟
の
範
疇
」 

catégorie de la pensée collective 

の
論
理
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
呪
術
の

基
本
観
念
は
確
か
に
、
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
比
論
的
推
理
に
関
係
附
け
ら
れ
、
そ
し
て
根
本

に
お
い
て
は
観
念
聯
合
説
に
従
っ
て
い
る
フ
レ
ー
ザ
ー
な
ど
の
共
感
説
に
よ
っ
て
は
十
分
に
説
明
さ
れ
な
い
。
ま

た
先
に
述
べ
た
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
工
人
の
感
覚
の
自
己
混
濁
と
い
う
思
想
は
、
擬
人
論
に
対
す
る
従
来
の
漠
然
と
し
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た
説
明
に
代
え
て
工
人
の
感
覚
の
想
入 im

putation 

と
い
う
限
定
を
与
え
た
点
に
お
い
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
依

然
と
し
て
感
情
移
入
説
な
ど
に
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
且
つ
呪
術
に
お
い
て
は
人
格
よ
り
も
力
が
問
題
に
さ

れ
、
呪
術
的
神
話
は
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
ス
の
云
う
如
く
「
霊
的
人
格
で
な
く
て
ひ
た
す
ら
物
を
目
掛
け
、
極
め
て
客

観
的
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
こ
の
思
想
も
呪
術
の
説
明
に
適
用
さ
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て

呪
術
に
特
徴
的
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
力
の
観
念
と
環
境
の
観
念
と
の
一
致
は
、
後
に
論
ず
る
如
く
、
実
に
構
想
力

の
論
理
の
一
つ
の
、
呪
術
的
な
範
疇
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
構
想
力
の
論
理
は
観
念
聯
合
説
は
も
と

よ
り
、
ま
た
誤
解
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
よ
う
に
感
情
移
入
説
を
基
礎
と
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
呪
力
は

神
秘
的
力
で
あ
る
。
呪
術
の
こ
の
神
秘
性
は
マ
ナ m

ana 

と
い
う
語
を
も
っ
て
表
さ
れ
る
。
呪
術
に
お
け
る
マ
ナ

の
観
念
は
宗
教
に
お
け
る
聖 sacré 
の
観
念
と
同
じ
秩
序
の
も
の
で
あ
る
。
マ
ナ
の
観
念
は
聖
の
観
念
よ
り
も
一

層
一
般
的
で
あ
っ
て
、
後
者
は
前
者
の
う
ち
に
含
ま
れ
、
前
者
か
ら
分
離
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
呪
力
は
い
か
に
も
無
限
で
あ
り
、
呪
術
的
環
境
は
い
か
に
も
超
越
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
呪
術
的
世
界

に
お
い
て
は
事
物
は
法
則
に
従
っ
て
経
過
す
る
、
と
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
ス
は
書
い
て
い
る
。
し
か
る
に
か
よ
う
な
法

則
は
、
や
が
て
論
ず
る
如
く
、
一
般
に
構
想
力
の
論
理
の
呪
術
的
形
態
を
現
す
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ユ
ベ
ル

と
モ
ー
ス
は
呪
術
は
集
合
的
思
惟
に
属
す
る
と
な
し
、
呪
術
的
判
断
は
「
殆
ど
完
全
な
先
験
的
綜
合
判
断
」
で
あ
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る
と
云
い
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
一
方
感
情
的
な
「
価
値
の
判
断
」
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
つ
ね
に
合
理
的
な
或

い
は
知
的
な
判
断
で
あ
り
「
マ
ナ
の
観
念
の
お
か
げ
で
、
欲
望
の
領
域
で
あ
る
と
こ
ろ
の
呪
術
は
合
理
性
に
充
ち

て
い
る
」、
と
述
べ
て
い
る＊
＊
＊。
し
か
る
に
先
験
的
綜
合
判
断
と
し
て
特
色
附
け
ら
れ
る
呪
術
的
判
断
が
知
的
で
あ

る
と
同
時
に
感
情
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
す
で
に
我
々
は
そ
れ
が
生
産
的
構
想
力
の
一
つ
の
形
態
、
そ
の

呪
術
的
形
態
に
属
す
る
こ
と
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　Voir H

ubert et M
auss, Ibid., p. 84.

＊
＊
　Ibid., p. 107.

＊
＊
＊
　Ibid., p. 128.

呪
術
が
技
術
の
よ
う
に
生
産
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
道
具
の
概
念
を
含

む
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
で
な
い
。
い
ま
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
の
未
開
社
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
呪
術
に
関

す
る
諸
研
究
は
殆
ど
一
致
し
て
、
そ
の
呪
術
の
す
べ
て
が
一
定
の
人
間
に
神
秘
的
力
即
ち
呪
力
を
認
め
、
こ
の
力

の
現
在
は
、普
通
に
そ
の
物
的
象
徴
と
し
て
、呪
術
家
の
身
体
或
は
少
な
く
と
も
彼
の
医
嚢
（sac-m

édecine

）【
薬

袋
】
或
は
厳
密
に
云
え
ば
秘
密
の
挙
止
に
含
ま
れ
る
呪
術
的
実
体 substance m

agique 

を
有
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
呪
術
的
実
体
は
、殆
ど
到
る
処
、或
い
は
岩
石
の
結
晶
の
断
片
、或
い
は
呪
術
的
な
骨
（
普
通
に
は
死
人
の
骨
）
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か
ら
成
っ
て
い
る
。＊

呪
術
に
お
け
る
か
よ
う
な
実
体
は
技
術
に
お
け
る
道
具
の
意
味
を
有
す
る
と
云
い
得
る
で
あ

ろ
う
。
呪
術
家
の
身
体
、
そ
の
身
振
り
そ
の
も
の
も
道
具
と
見
ら
れ
得
る
。
彼
は
呪
術
に
お
い
て
主
体
で
あ
る
と

い
う
よ
り
も
、呪
力
を
賦
与
さ
れ
呪
力
を
表
現
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
呪
術
家
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

道
具
の
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
呪
術
に
お
け
る
儀
礼
も
ま
た
道
具
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
宗
教
の
場
合
、

一
方
で
は
儀
礼
、
他
方
で
は
神
話
と
教
理
、
が
自
律
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
呪
術
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
不

可
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
場
合
儀
礼
そ
の
も
の
が
神
話
乃
至
教
理
の
表
現
で
あ
り
、
且
つ
呪
力
を
賦
与

さ
れ
た
も
の
と
し
て
呪
術
的
結
果
を
作
り
出
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
道
具
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
呪
術
に
お
い

て
特
に
言
葉
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
一
方
真
の
儀
礼
に
し
て
無
言
の
も
の
が

存
在
す
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
く
、
他
方
極
め
て
多
数
の
儀
礼
は
た
だ
専
ら
言
葉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
、
か

よ
う
な
事
実
は
言
葉
の
呪
術
性
を
理
解
す
る
上
に
重
要
で
あ
る
が
、
言
葉
も
呪
術
に
と
っ
て
道
具
で
あ
る
。
技
術

に
お
け
る
道
具
が
機
械
力
を
具
え
た
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、
呪
術
に
お
け
る
道
具
は
呪
力
を
具
え
た
も
の
で
あ

る
。
か
よ
う
に
し
て
呪
術
に
も
道
具
が
存
す
る
と
一
応
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
拘
ら
ず
、
他
面
呪
術
に
お

け
る
道
具
の
意
味
が
甚
だ
曖
昧
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
争
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
主
体
と
客
体
と
を
媒
介
す

る
と
い
う
機
能
を
有
し
、
道
具
の
意
味
も
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
る
に
呪
術
に
お
い
て
は
、
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
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技
術

ス
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
能
動
者
、
受
動
者
、
物
質
、
精
神
、
呪
術
的
行
為
の
目
的
の
間
に
、
一
般
的
に
云
え

ば
主
体
と
客
体
と
の
間
に
特
殊
な
「
連
続
」
乃
至
「
混
同
」
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ま
た
儀
礼
そ
の
も
の

の
性
格
を
規
定
し
て
い
る
。「
呪
術
は
形
象
の
混
同
を
含
み
、
そ
れ
な
し
に
は
、
我
々
の
意
見
に
依
れ
ば
、
儀
礼

そ
の
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
」、「
こ
の
混
同
は
、
な
お
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
表
象
の
対
象
で
あ
る
。
実
際
、
呪

術
的
儀
礼
の
表
象
の
種
々
な
る
要
素
は
ど
れ
ほ
ど
判
然
と
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
一
つ
の
綜
合
的
表
象

の
う
ち
に
含
ま
れ
、
そ
こ
で
は
原
因
と
結
果
と
が
互
い
に
混
同
さ
れ
る
。
こ
れ
が
呪
術
の
、
直
接
的
な
且
つ
無
限

の
効
能
の
、
直
接
的
な
創
造
の
観
念
そ
の
も
の
で
あ
る
」、
と
彼
等
は
書
い
て
い
る＊
＊。

か
よ
う
に
呪
術
に
お
い
て

は
主
体
と
客
体
と
が
、
ま
た
原
因
と
結
果
と
が
つ
ね
に
相
互
に
混
同
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
固
有
な
意

味
に
お
け
る
道
具
の
概
念
は
介
入
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
の
場
合
生
産
は
た
だ
直
接
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
る
に
か
く
の
如
き
混
同
は
ま
さ
に
構
想
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
呪
術
に
お
け
る
こ
の

混
同
の
性
質
と
意
味
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
技
術
に
対
し
て
評
価
す
る
た
め
に
は
、
呪
術
と

構
想
力
と
の
関
係
を
そ
の
根
本
に
立
入
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

＊
　H

ubert et M
auss, M

élanges d’histoire des religions, D
euxièm

e édition 1929, pp. 134

―135.

【“L’origine des 

pouvoirs m
agiques dans les sociétés australiennes.”

】
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＊
＊
　Esquisse, pp. 60

―61.

三

呪
術
と
構
想
力
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
存
す
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
呪
術
家
の
身
振
り
の
う

ち
に
何
等
か
の
哲
学
が
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
構
想
力
の
哲
学
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
エ
ッ
セ

ル
テ
ィ
エ
の
い
う
、
呪
術
を
主
な
る
も
の
と
す
る
「
説
明
の
下
級
形
式
」
は
構
想
力
を
基
礎
と
し
て
い
る
。＊

構
想

力
に
お
い
て
は
、彼
も
理
解
す
る
よ
う
に
、情
意
的
な
も
の
と
表
象
的
な
も
の
と
が
一
つ
で
あ
り
、感
情（ém

otion

）

と
形
像
（im

age

）
と
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
両
者
は
互
い
に
限
り
な
く
反
映
し
合
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な

構
想
力
の
論
理
は
し
か
し
、
エ
ッ
セ
ル
テ
ィ
エ
の
考
え
る
如
く
、
た
と
い
文
明
人
の
間
に
も
な
お
つ
ね
に
強
力
に

残
存
し
て
い
る
に
せ
よ
、
単
に
説
明
の
下
級
形
式
或
は
単
に
発
生
的
意
味
に
お
い
て
原
始
論
理
で
あ
っ
て
、
論
理

的
意
味
に
お
い
て
原
始
論
理
で
な
い
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。

＊
　Voir D

aniel Essertier, Les form
es inférieures de l’explication, 1927.

【Essertier, 1888-1931

】

呪
術
に
関
す
る
古
典
的
な
理
論
は
フ
レ
ー
ザ
ー
の
共
感
説
で
あ
る
。＊

彼
は
呪
術
の
基
づ
く
思
想
原
理
を
類
似
の
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技
術

法
則
（law

 of sim
ilarity

）
及
び
接
触
或
は
伝
染
の
法
則
（law
 of contact or contagion

）
の
二
つ
に
要
約
し
た
。

前
者
は
、
類
似
の
も
の
は
類
似
の
も
の
を
生
ず
る
、
も
し
く
は
結
果
は
そ
の
原
因
に
類
似
す
る
と
い
う
法
則
で
あ

り
、
後
者
は
、
嘗
て
相
互
に
接
触
し
て
い
た
も
の
は
物
理
的
接
触
が
切
断
さ
れ
た
後
に
も
遠
く
隔
て
て
相
互
に
作

用
を
及
ぼ
し
続
け
る
と
い
う
法
則
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
般
に
共
感
の
法
則
（law

 of sym
pathy

）
を
基
礎
と
し
、

共
感
呪
術
（sym

pathetic m
agic

）
と
総
称
さ
れ
得
る
呪
術
は
、
類
似
の
法
則
に
基
づ
く
類
感
呪
術
或
は
模
倣
呪

術
（hom

oeopathic or im
itative m

agic

）
と
接
触
の
法
則
に
基
づ
く
伝
染
呪
術
（contagious m

agic

）
と
に
区

分
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
種
類
の
呪
術
は
と
も
に
、
物
は
秘
密
の
共
感
に
よ
っ
て
遠
く
隔
て
て
相
互
に
作
用

し
、
衝
動
は
一
方
か
ら
他
方
へ
一
種
の
不
可
視
の
エ
ー
テ
ル
―
―
近
代
科
学
に
よ
っ
て
ち
ょ
う
ど
同
様
の
目
的
の

た
め
に
、
即
ち
如
何
に
し
て
物
体
は
空
虚
と
見
え
る
空
間
を
通
じ
て
相
互
に
物
理
的
に
作
用
し
得
る
か
を
説
明
す

る
た
め
に
、
想
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
似
て
い
な
く
は
な
い
―
―
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
依
っ
て
伝
達
さ
れ

る
と
考
え
て
い
る
。
類
似
の
も
の
は
類
似
の
も
の
を
生
ず
る
と
い
う
原
理
の
適
用
の
手
近
か
な
例
は
、
多
く
の
時

代
、
多
く
の
民
族
に
お
い
て
行
わ
れ
た
あ
の
企
て
、
敵
の
模
像
に
対
し
て
害
を
加
え
或
い
は
そ
れ
を
破
壊
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
彼
を
害
し
た
り
斃
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
、
こ
の
場
合
、
模
像
が
苦
し
む
と
全
く
同
様

に
そ
の
人
間
も
苦
し
み
、
模
像
が
破
壊
さ
れ
る
と
き
彼
も
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
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に
伝
染
呪
術
の
最
も
普
通
の
例
は
、
人
間
と
そ
の
身
体
の
何
等
か
の
切
断
さ
れ
た
部
分
―
―
彼
の
毛
髪
或
い
は
爪

の
如
き
―
―
と
の
間
に
存
在
す
る
と
想
像
さ
れ
る
呪
術
的
共
感
で
あ
る
、
そ
こ
で
誰
か
の
毛
髪
或
い
は
爪
を
手
に

入
れ
た
者
は
、
ど
の
よ
う
に
距
っ
た
処
か
ら
で
も
、
そ
の
毛
髪
或
い
は
爪
の
主
に
彼
の
意
志
を
働
か
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
ス
は
フ
レ
ー
ザ
ー
が
呪
術
を
す
べ
て
共
感
呪
術
に
帰
し
、
共

感
を
も
っ
て
呪
術
の
必
要
に
し
て
十
分
な
る
特
徴
と
見
做
し
た
こ
と
に
反
対
し
、
一
方
呪
術
の
条
件
と
し
て
社
会

的
慣
習
乃
至
伝
統
の
意
義
を
力
説
す
る
と
共
に
、
他
方
呪
力
の
概
念
を
強
調
し
、
共
感
は
呪
力
の
通
過
す
る
道
で

あ
っ
て
呪
力
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
批
評
は
全
く
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
等
が
明
ら

か
に
し
た
制
限
の
も
と
に
お
い
て
は
、
呪
術
の
法
則
と
し
て
彼
等
も
ま
た
論
じ
て
い
る
も
の
は
重
要
な
意
味
を
有

す
る
で
あ
ろ
う＊
＊。

そ
の
第
一
は
接
近
の
法
則
（loi de contiguité

）
で
あ
り
、
フ
レ
ー
ザ
ー
の
接
触
の
法
則
に
当

る
。
こ
の
共
感
的
接
近
の
観
念
の
最
も
単
純
な
形
式
は
部
分
と
全
体
と
の
同
一
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
部

分
は
全
体
の
価
値
を
有
し
、
爪
や
毛
髪
は
人
間
を
全
体
的
に
代
表
す
る
。
分
離
も
連
続
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
ひ

と
は
部
分
か
ら
全
体
を totum

 ex parte 

生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
言
葉
で
現
せ
ば
、
ひ
と
つ
の
存
在

の
人
格
は
分
割
さ
れ
ず
、
そ
の
部
分
の
各
々
の
う
ち
に
全
体
と
し
て
住
ん
で
い
る
。
こ
の
定
式
は
人
間
に
つ
い

て
の
み
で
な
く
、
事
物
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
法
則
は
フ
レ
ー
ザ
ー
と
同
じ
く
類
似
の
法
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則
（loi de sim

ilarité

）
と
呼
ば
れ
、
類
似
の
も
の
は
類
似
の
も
の
に
よ
っ
て
喚
び
起
さ
れ
る sim

ilia sim
ilibus 

evocantur 
と
い
う
こ
と
と
、
類
似
の
も
の
は
類
似
の
も
の
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る sim

ilia sim
ilibus curantur 

と

い
う
こ
と
と
は
、
そ
の
二
つ
の
よ
く
知
ら
れ
た
定
式
で
あ
る
。
初
め
の
定
式
は
類
似
は
接
近
の
価
値
を
有
す
る
と

い
う
意
味
に
な
る
。
模
像
の
物
に
対
す
る
関
係
は
部
分
の
全
体
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
模
像

は
、
す
べ
て
の
接
触
と
す
べ
て
の
直
接
的
交
通
と
を
外
に
し
て
、
完
全
に
代
表
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
定
式
は
単
に
一
般
的
な
喚
起
を
言
い
表
す
に
反
し
て
、
類
似
の
も
の
は
類
似
の
も
の
に
よ
っ
て
癒
さ
れ

る
と
い
う
他
の
定
式
は
、
類
化
は
限
定
さ
れ
た
方
向
に
お
け
る
結
果
を
生
ず
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
点

に
お
い
て
独
自
性
を
有
す
る
。
類
似
の
法
則
の
こ
の
後
の
形
態
か
ら
第
三
の
法
則
、
即
ち
反
対
の
法
則
（loi de 

contrariété

）
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
類
似
の
も
の
が
類
似
の
も
の
を
癒
す
場
合
、
そ
れ
は
反
対
の
も
の
を

生
ず
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
類
似
の
も
の
は
反
対
の
も
の
を
惹
き
起
す
た
め
に
類
似
の
も
の
を
喚
び
起
す

の
で
あ
る
。
類
似
の
抽
象
的
観
念
は
反
対
の
抽
象
的
観
念
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
こ
で
ま
た
共

感 sumpavqeia 

は
反
感 ajntipavqeia 

と
等
価
に
な
る
。
す
べ
て
の
呪
術
は
、
幸
運
と
不
運
、
寒
と
暖
、
水
と
火
、

自
由
と
強
制
、
等
々
の
相
反
す
る
も
の
、
対
立
す
る
も
の
に
つ
い
て
思
弁
し
た
。
真
実
を
い
え
ば
、
類
似
は
反
対

な
し
に
は
や
っ
て
ゆ
け
ぬ
如
く
、
反
対
も
類
似
な
し
に
は
や
っ
て
ゆ
け
ぬ
。
同
様
に
、
類
似
の
法
則
と
接
近
の
法
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則
と
も
、
一
方
は
他
方
に
向
っ
て
い
る
。
類
似
に
依
る
呪
術
的
儀
礼
は
接
触
を
利
用
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
か

く
て
呪
術
の
諸
法
則
が
互
い
に
関
聯
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
悟
性
の
論
理
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
か
よ
う
な
論
理

は
そ
の
根
本
に
お
い
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　C

f. J. G
. Frazer, The G

olden Bough ( N
ew

-one-volum
e edition 1935).

【
金
枝
篇
】

＊
＊
　Voir H

ubert et M
auss, Esquisse.

呪
術
を
単
に
共
感
か
ら
説
明
す
る
こ
と
に
は
制
限
が
あ
る
に
し
て
も
、
共
感
が
呪
術
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を

有
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
フ
レ
ー
ザ
ー
は
こ
の
共
感
を
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
的

心
理
学
の
伝
統
に
従
っ
て
観
念
聯
合
の
一
種
と
し
て
理
解
し
、
呪
術
家
の
論
理
は
た
だ
観
念
聯
合
の
誤
用
に
過
ぎ

な
い
と
考
え
た
。
タ
イ
ラ
ー
も
ま
た
呪
術
の
基
礎
は
類
比
に
依
る
推
理
或
い
は
単
な
る
観
念
聯
合 reasoning by 

analogy or m
ere association of ideas 

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。＊

か
く
の
如
き
は
呪
術
を
単
に
科
学
以
前
の
科
学

の
一
種
と
見
る
偏
見
の
上
に
立
つ
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
ド
ゥ
ラ
ク
ロ
ワ
の
論
ず
る
よ

う
に
、
イ
ギ
リ
ス
学
派
に
い
う
観
念
聯
合
は
、
呪
術
を
説
明
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
自
身
が
一
種
の
呪
術
で
あ
り
、

接
近
せ
る
も
の
に
依
る
接
近
せ
る
も
の
の
、
類
似
の
も
の
に
依
る
類
似
の
も
の
の
、
説
明
さ
れ
ざ
る
索
引
で
あ
る＊
＊。

聯
合
は
精
神
を
説
明
す
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
を
前
提
す
る
の
で
あ
る
、
即
ち
一
つ
の
同
じ
心
理
的
経
験
の
種
々
の
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要
素
が
そ
こ
で
は
つ
ね
に
結
び
附
い
て
い
る
よ
う
に
最
も
親
密
な
仕
方
で
集
合
さ
れ
て
い
る
意
識
の
統
一
な
し
に

は
、
接
近
も
効
果
を
現
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
か
よ
う
な
意
識
の
統
一
は
、
こ
の
場
合
、
少
な
く
と
も

呪
術
に
関
す
る
限
り
、
単
な
る
理
性
の
統
一
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
観
念
聯
合
に
と
っ
て
却
っ
て
前
提
を
な

す
呪
術
的
な
も
の
は
ま
さ
に
構
想
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
共
感
は
単
に
感
情
的
な
も
の

で
な
く
、
却
っ
て
感
情
的
な
も
の
と
表
象
的
な
も
の
と
が
そ
れ
に
お
い
て
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え

る
と
、構
想
力
に
お
い
て
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
が
一
つ
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
ル
テ
ィ
エ
に
依
れ
ば
、

未
開
人
の
心
理
に
お
い
て
は
、
彼
の
表
象
は
極
め
て
容
易
に
彼
を
逃
れ
、
彼
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
と
な
り
、
客

観
的
な
、
し
か
も
物
質
的
で
な
い
実
在
性
を
賦
与
さ
れ
る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
直
ち
に
実
在
的
で
あ
る
。
彼
の
作
る

イ
マ
ー
ジ
ュ
は
彼
を
引
摺
り
、
彼
を
吸
収
す
る
、
彼
は
そ
の
う
ち
に
融
合
す
る
。
し
か
し
彼
は
か
よ
う
に
し
て
そ

れ
を
彼
の
実
体
を
も
っ
て
養
い
、
そ
れ
に
彼
な
し
に
、
彼
の
外
に
存
在
す
る
手
段
を
与
え
る
。
未
開
人
は
イ
エ
ン

シ
ュ
の
い
わ
ゆ
る
ア
イ
デ
テ
ィ
ケ
ル
（Eidetiker
）
で
あ
る＊
＊
＊。
そ
の
心
像
は
単
な
る
表
象
、
単
な
る
知
覚
と
は
異

な
り im

age eidétique

（
エ
ッ
セ
ル
テ
ィ
エ
）
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
直
観
像
（
イ
エ
ン
シ
ュ
の

い
う A
nschauungsbild

）
に
お
い
て
は
自
我
と
非
我
、
内
界
と
外
界
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
が

一
つ
に
凝
集
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
種
の
幻
覚
で
あ
り
、錯
覚
で
あ
り
、虚
偽
で
あ
る
と
、ひ
と
は
云
う
で
あ
ろ
う
。
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未
開
人
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
心
的
現
象
は
彼
等
の
意
識
に
お
け
る
中
心
的
力
が
弱
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
と
エ

ッ
セ
ル
テ
ィ
エ
は
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
る
に
も
し
、
ち
ょ
う
ど
デ
ィ
ル
タ
イ
が
詩
人
の
構
想
力
と
狂
気
と
の
関

係
に
つ
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
か
く
の
如
き
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
凝
集
が
意
識
に
お
け
る
中
心

的
力
の
鞏
固
な
統
一
―
―
デ
ィ
ル
タ
イ
に
依
れ
ば
心
的
聯
関
の
統
制
―
―
の
も
と
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
と
す
れ

ば
、
詩
人
の
構
想
力
と
狂
気
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
そ
れ
は
単
な
る
幻
覚
の
如
き
も
の
で
な
く
、

実
在
的
意
味
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
同
一
は
構

想
力
の
論
理
の
根
本
で
あ
る
。
し
か
る
に
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
同
一
は
、
対
立
物
の
同
一
と
し

て
、
弁
証
法
の
根
本
で
あ
る
と
も
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
構
想
力
の
論
理
は
弁
証
法
的
で
あ
る
と

云
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
普
通
に
云
わ
れ
る
弁
証
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
追
考 N

achdenken 

の
論
理
で
あ
り
、
追
考
的
弁
証
法
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、
構
想
力
の
論
理
は
創
造
的
弁
証
法
で

あ
る
。
追
考
的
弁
証
法
と
雖
も
そ
の
根
柢
に
何
等
か
の
構
想
力
を
、
特
に
あ
の
再
生
的
構
想
力
―
―
生
産
的
構
想

力
に
対
す
る
―
―
を
予
想
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
関
係
は
後
に
至
っ
て
詳
し
く
究
明
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

＊
　E. B

. Tylor, A
nthropology, Vol. II, p. 84 (Thinker’s Library).

【Anthropology, ch. 13 ‘science’

】
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＊
＊
　H

enri D
elacroix, La religion et la foi, 1922, p. 30.

＊
＊
＊
　V

gl. E. R
. Jaensch, D

ie V
ölkerkunde und der eidetische Tatsachenkreis in “U

eber den A
ufbau der 

W
ahrnehm

ungsw
elt und die G

rudlagen der m
enschlichen Erkenntnis”, Zw

eite A
uflage 1927.

【Erich R
udolf 

Jaensch, 1883-1940

】

と
こ
ろ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
呪
術
に
お
い
て
構
想
力
の
活
動
は
そ
れ
ほ
ど
自
由
で
は
な
い
。
ユ
ベ
ル
と
モ

ー
ス
は
書
い
て
い
る
、＊

「
構
想
力
の
彷
徨
に
対
し
て
供
せ
ら
れ
て
い
る
自
由
に
顧
み
て
、
こ
の
（
可
能
な
象
徴
の
）

数
は
反
対
に
、
ひ
と
つ
の
与
え
ら
れ
た
呪
術
に
と
っ
て
不
思
議
に
制
限
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
…
…
呪
術

的
構
想
力
は
極
め
て
発
明
に
乏
し
く
、
か
く
し
て
そ
れ
の
考
え
出
し
た
少
数
の
象
徴
は
甚
だ
種
々
の
用
に
供
せ
ら

れ
た
、
結
び
の
呪
術
は
愛
、
雨
、
風
、
呪
詛
、
戦
争
、
言
語
及
び
幾
多
の
他
の
も
の
の
た
め
に
使
わ
れ
る
。
こ
の

象
徴
の
貧
困
は
そ
の
夢
が
心
理
的
に
は
自
由
で
あ
る
筈
の
個
人
の
事
実
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
個
人
は
、
彼
が

そ
れ
を
更
改
す
る
気
に
な
ら
な
か
っ
た
儀
礼
や
伝
統
的
観
念
の
前
に
お
か
れ
て
い
る
、
蓋
し
彼
は
伝
統
を
し
か
信

ぜ
ず
、
そ
し
て
伝
統
の
外
部
に
お
い
て
は
信
仰
も
儀
礼
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」。「
呪
術
家
の
発
明
は
自
由

で
な
く
、
彼
の
行
動
の
手
段
は
本
質
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
」。
呪
術
的
儀
礼
と
呪
術
全
体
は
何
よ
り
も
伝
統
的

事
実
で
あ
る
。
反
覆
さ
れ
な
い
行
為
は
呪
術
的
で
な
い
。
そ
の
効
能
を
そ
の
全
社
会
群
が
信
じ
な
い
行
為
は
呪
術
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的
で
な
い
。
儀
礼
の
形
式
は
輿
論
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
ス
は
伝
統
が

呪
術
に
と
っ
て
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
を
述
べ
、
呪
術
の
社
会
的
制
約
を
正
当
に
も
力
説
し
て
い
る
。
我
々
は
技

術
の
制
度
的
性
質
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
呪
術
は
技
術
に
比
し
て
更
に
遥
か
に
制
度
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
い
得

る
で
あ
ろ
う
。
呪
術
的
行
為
に
は
法
的
行
為
と
技
術
と
宗
教
的
儀
礼
と
が
混
合
さ
れ
て
い
る
と
云
わ
れ
る
が
、
呪

術
が
法
的
強
制
の
体
系
に
結
び
附
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
制
度
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
呪
術

が
甚
だ
伝
統
的
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
、
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
呪
術
も
、
も
と
構
想
力
に
よ
っ

て
発
明
さ
れ
、
創
造
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
進
ん
で
考
え
る
な
ら
ば
、
呪
術
の
発
明
が
構
想

力
に
基
づ
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
伝
統
も
ま
た
、
す
で
に
制
度
の
項
に
お
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
如
く
、
構
想
力
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
即
ち
構
想
力
は
一
方
創
造
の
根
柢
で
あ
る
と
共
に
他
方
伝
統
の
根

柢
で
あ
る
。
構
想
力
の
自
由
な
活
動
が
認
め
ら
れ
る
一
層
高
級
の
諸
文
化
に
お
い
て
、
如
何
に
し
て
創
造
と
伝
統

と
い
う
相
反
す
る
も
の
の
結
合
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
伝
統
な
し
に
真
の
創
造
は
な
く
、
創
造
な
し
に

真
の
伝
統
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
如
何
に
し
て
有
意
味
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
構
想
力
の
論

理
に
よ
っ
て
初
め
て
十
分
に
理
解
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
心
理
学
的
に
見
れ
ば
、
我
々
の
構
想
力
と

い
う
も
の
に
は
記
憶
と
想
像
（fantasy

）
と
の
二
つ
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
相
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
哲
学
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的
に
云
え
ば
、
構
想
力
に
お
い
て
は
自
然
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
が
一
つ
で
あ
り
、
時
間
的
な
も
の
と
空

間
的
な
も
の
と
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　H

ubert et M
auss, Esquisse, p. 68 et p. 73.

四

さ
て
上
に
呪
術
の
法
則
と
し
て
記
し
た
も
の
に
還
っ
て
考
え
て
み
る
に
、
そ
れ
ら
が
単
に
呪
術
の
場
合
に
の
み

限
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
一
般
に
象
徴
の
論
理
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

部
分
と
全
体
と
の
同
一
、
模
像
と
物
と
の
同
一
、
類
似
と
反
対
と
の
同
一
等
の
関
係
は
、
す
べ
て
の
象
徴
の
根
柢

に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
ひ
と
は
そ
れ
ら
の
法
則
の
表
す
も
の
が
或
る
意
味
に
お
い
て
は
全
く

弁
証
法
的
な
観
念
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

錬
金
術
士
は
、
彼
等
に
と
っ
て
彼
等
の
理
論
的
反
省
の
完
全
な
定
式
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
彼
等
の
処
方
書
に
前

置
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
一
つ
の
一
般
的
原
理
を
有
し
た
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
、「
一
は
一
切
で
あ
り
、
そ
し
て

一
切
は
一
の
う
ち
に
あ
る
」、
と
。
こ
の
原
理
は
こ
う
も
言
い
表
さ
れ
て
い
る
、「
一
は
一
切
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
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の
も
の
に
よ
っ
て
一
切
は
生
れ
た
。
一
は
一
切
で
あ
り
、
そ
し
て
も
し
一
切
が
一
切
を
含
ま
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

一
切
は
生
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」。
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
ス
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。＊

一
切
の
う
ち
に
あ

る
こ
の
一
切
は
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
世
界
は
、
時
に
は
、
唯
一
の
生
命
体
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
の

諸
部
分
は
、
そ
の
距
離
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
必
然
的
な
仕
方
で
相
互
に
連
繋
さ
れ
て
い
る
。
一
切
が

そ
こ
で
は
互
い
に
類
似
し
、
ま
た
一
切
が
そ
こ
で
は
互
い
に
接
触
す
る
。
か
よ
う
な
呪
術
的
汎
神
論 panthéism

e 
m

agique 

は
呪
術
の
種
々
の
法
則
の
綜
合
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
錬
金
術
士
は
、
多
分
、
形
而
上
学
的
な
哲

学
的
な
注
釈
を
そ
れ
に
与
え
る
た
め
以
外
に
は
、
こ
の
定
式
に
固
執
し
な
か
っ
た
。
彼
等
は
却
っ
て
、
彼
等
が
そ

れ
に
並
置
す
る
他
の
定
式
、
即
ち
自
然
は
自
然
に
勝
つ natura nauram

 vincit 

等
々
の
定
式
に
一
層
多
く
固
執
し

て
い
る
。
自
然
と
は
、
定
義
に
よ
っ
て
、
物
の
う
ち
に
と
同
時
に
そ
の
諸
部
分
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
も
の
、
言

い
換
え
る
と
、
接
近
の
法
則
を
基
礎
附
け
る
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
ま
た
同
じ
種
の
す
べ
て
の
存
在
の
う
ち
に
同

時
に
見
出
さ
れ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
類
似
の
法
則
を
基
礎
附
け
る
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
更
に
一
つ
の
物
が
反

対
の
、
し
か
し
同
じ
類
の
他
の
物
の
上
に
作
用
を
有
す
る
よ
う
に
な
し
、
か
く
し
て
反
対
の
法
則
を
基
礎
附
け
る

も
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
、
す
で
に
記
し
た
如
く
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
呪
術
家
が
自
然
学
者 fuvsikoi 

と
い
う
名
を
受
け
た
こ
と
を
想
い
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
然 fuvsiV 

は
一
種
の
物
質
的
な
、
個
物
的
な
ら
ぬ
、
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転
移
し
得
る
霊
魂
、
物
の
一
種
の
無
意
識
的
な
叡
智
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
マ

ナ
に
甚
だ
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ユ
ベ
ル
と
モ
ー
ス
に
依
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
汎
神
論
の
根
本
観
念
で
あ
る
ブ
ラ
フ

マ
ン brahm

an 
も
マ
ナ
の
如
き
も
の
、
呪
力
に
類
す
る
も
の
で
あ
る＊
＊。

＊
　H

ubert et M
auss, Esquisse, pp. 71,72.

＊
＊
　O

p. cit., p. 117.

か
よ
う
に
し
て
呪
術
の
諸
法
則
は
一
種
の
汎
神
論
、
い
わ
ゆ
る
呪
術
的
汎
神
論
に
綜
合
さ
れ
、
こ
れ
を
根
柢
と

し
て
い
る
。呪
術
の
論
理
は
汎
神
論
と
共
に
起
ち
ま
た
共
に
倒
れ
る
。そ
し
て
逆
に
、す
べ
て
の
汎
神
論
的
思
考
は
、

そ
れ
が
一
見
如
何
に
弁
証
法
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
本
質
的
に
呪
術
的
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
呪
術
的

汎
神
論
或
い
は
魔
術
的
観
念
論 M

agischer Idealism
us 

は
、
そ
の
代
表
者
と
い
わ
れ
る
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
に
お
い

て
見
ら
れ
る
如
く
、「
構
想
力
の
魔
術
」M

agie der Einbildungskraft 

に
基
づ
い
て
い
る
。＊

と
こ
ろ
で
我
々
は
構

想
力
の
論
理
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
上
に
お
い
て
汎
神
論
を
支
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
汎
神
論

の
論
理
が
構
想
力
に
属
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
構
想
力
の
論
理
の
純
粋
な
、
本
質
的
な
形
態
で
あ
る
の
で
な
く
、

む
し
ろ
そ
れ
の
一
つ
の
転
落
形
態
で
あ
る
。
呪
術
が
技
術
に
代
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
呪
術
の
哲
学

は
技
術
の
哲
学
に
代
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。真
の
象
徴
の
論
理
も
呪
術
的
乃
至
汎
神
論
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



二
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〇

ま
た
弁
証
法
と
い
わ
れ
る
も
の
も
汎
神
論
的
根
柢
に
お
い
て
は
真
に
弁
証
法
的
で
あ
り
得
ず
、
却
っ
て
弁
証
法
か

ら
十
分
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
有
機
体
説
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
呪
術
の
根
本
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
汎
神
論
の
本
性
並
び
に
そ
の
制
限
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
役
立
ち
得
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
な
お

特
に
こ
の
見
地
か
ら
呪
術
の
基
礎
を
考
え
て
み
よ
う
。

＊
　V

gl. Egon Fridell, N
ovalis als Philosoph, 1904, S. 53 ff.

先
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
汎
神
論
の
根
本
概
念
が
自
然
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
然
の
概
念
そ
の
も
の
が
も
と
呪
術
的
な
も
の
を
意
味
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
構
想
力
は
い
わ
ば
自

然
の
う
ち
に
沈
ん
で
い
る
。
す
べ
て
の
汎
神
論
は
本
質
的
に
「
自
然
哲
学
」
で
あ
る
。
自
然
哲
学
は
ミ
ス
テ
ィ
ッ

ク
の
精
神
の
中
か
ら
生
れ
た
と
ヨ
エ
ル
は
述
べ
て
い
る
が
、＊

か
よ
う
な
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
は
自
然
の
中
に
沈
ん
だ

構
想
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
汎
神
論
か
ら
免
れ
よ
う
と
す
る
限
り
、
構
想
力

の
哲
学
は
自
然
の
哲
学
で
な
く
て
歴
史
の
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
自
然
と
歴
史
と
が

抽
象
的
に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
構
想
力
の
論
理
は
、
本
来
、
自
然
と
歴
史
と
が
一
つ
で
あ
る
と

こ
ろ
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
が
自
然
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
自
然
が
歴
史
の
う
ち
に
見

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
呪
術
的
汎
神
論
の
根
本
概
念
は
呪
力 pouvoir m

agique 

の
概
念
で
あ
る
（
こ
こ
で
ま
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た fuvsiV 

と duvnamiV 

と
い
う
二
つ
の
観
念
の
関
係
を
想
い
起
す
べ
き
で
あ
る
）。
呪
力
は
「
非
人
格
的
力
」
で

あ
り
、
し
か
し
そ
れ
は
機
械
力
で
は
な
く
て
神
秘
的
力
で
あ
る
。
呪
術
は
法
則
に
関
心
す
る
の
で
な
い
よ
う
に
、

ま
た
個
物
に
関
心
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
こ
で
は
む
し
ろ
、特
殊
は
一
般
に
対
し
て
何
等
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、

部
分
と
し
て
全
体
の
う
ち
に
類
化
さ
れ
、
相
互
に
神
秘
的
な
連
繋
を
な
し
て
い
る
。
科
学
的
精
神
は
物
の
間
の
偶

然
の
一
致
と
必
然
の
関
係
と
を
区
別
す
る
。
し
か
る
に
「
未
開
人
の
意
識
に
と
っ
て
は
偶
然
は
存
在
せ
ず
、
ま
た

存
在
し
得
な
い
。
偶
然
は
二
つ
の
項
の
間
の
未
定
の
分
離
、
肯
定
の
延
期
を
意
味
し
て
い
る
。
未
開
人
の
意
識
は

懐
疑
と
同
様
そ
れ
を
嫌
う
の
で
あ
る
。
偶
然
は
懐
疑
の
他
の
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い＊
＊」。

偶
然
を
嫌
い
、
懐
疑
を

欲
せ
ず
、
批
判
的
で
な
く
て
極
端
に
肯
定
的
な
彼
等
の
心
理
に
と
っ
て
は
、
個
物
と
一
般
と
の
間
に
対
立
は
存
せ

ず
、
個
物
の
独
立
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
一
切
は
必
然
的
に
連
続
的
で
あ
る
。
か
よ
う
に
個
物
の
独
立
性
を
認
め

な
い
と
い
う
こ
と
が
汎
神
論
の
特
徴
で
あ
る
。
普
通
に
、
科
学
は
抽
象
的
な
一
般
法
則
を
求
め
、
個
物
の
独
立
性

を
認
め
な
い
と
云
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
は
、
個
物
の
独
立
性
を
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
科
学
は
出
発
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
科
学
者
の
立
て
る
法
則
は
、
も
し
そ
れ
に
一
致
し
な
い
個
々
の
現
象
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ

れ
を
契
機
と
し
て
い
つ
で
も
改
変
さ
る
べ
く
用
意
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
対
し
て
対
立
す
る
特
殊
が
科
学
的
研
究

の
発
展
の
動
力
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
汎
神
論
の
有
す
る
よ
う
に
見
え
る
具
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体
性
は
、
そ
れ
が
個
物
の
独
立
性
の
否
定
に
終
る
限
り
却
っ
て
抽
象
的
で
あ
り
、
抽
象
的
と
い
わ
れ
る
科
学
が
む

し
ろ
具
体
的
で
あ
る
。
呪
術
の
根
柢
に
は
普
遍
的
連
繋
の
原
理
が
あ
る
が
、
し
か
し
科
学
の
よ
う
に
特
殊
的
連
繋

に
ま
で
降
っ
て
ゆ
か
な
い
。
そ
し
て
呪
術
も
特
殊
を
重
ん
ず
る
に
応
じ
て
科
学
的
に
な
っ
た
。
即
ち
呪
術
は
、
一

方
そ
れ
が
特
殊
化
さ
れ
る
に
従
っ
て
技
術
に
近
づ
い
た
よ
う
に
、
他
方
そ
れ
が
「
漠
た
る
力
」
で
あ
る
呪
力
に
頼

る
こ
と
な
く
、
物
の
具
体
的
な
「
性
質
」proprietas 

―
―
い
わ
ゆ
る
秘
密
の
功
力 virtus occulta 

―
―
に
つ
い

て
思
弁
し
観
察
す
る
に
従
っ
て
科
学
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。
共
感
の
抽
象
的
な
法
則
を
含
む
故
に
呪
術
は
科
学

に
比
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
の
で
な
く
、
物
の
具
体
的
な
性
質
に
つ
い
て
研
究
し
た
故
に
呪
術
に
科
学
的
性
格
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
性
質
の
概
念
の
お
か
げ
で
、
呪
術
は
科
学
的
法
則
の
端
緒
に
、
即
ち
限
定
さ
れ
た
物
の
間

に
存
在
す
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
必
然
的
な
実
証
的
な
関
係
の
真
の
端
緒
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
構
想
力
の
論
理

は
、
そ
の
呪
術
的
形
態
か
ら
純
化
さ
れ
る
に
応
じ
て
、
個
物
の
論
理
と
な
る
。
呪
術
そ
の
も
の
を
社
会
学
的
に
見

て
も
、
呪
術
に
お
い
て
は
個
人
意
識
は
集
合
意
識
の
う
ち
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
。
科
学
の
成
立
す
る
た
め
に
は
個

人
意
識
の
独
立
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

＊
　V
gl. K

arl Joël, D
er U

rsprung der N
aturphilosophie aus dem

 G
eiste der M

ystik, 1926.

＊
＊
　Essertier, O

p. cit., p. 167.
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も
と
よ
り
科
学
は
呪
術
か
ら
直
接
に
発
達
し
た
の
で
な
い
。
科
学
は
呪
術
よ
り
も
技
術
と
結
び
附
い
て
い
る
。

し
か
し
技
術
と
科
学
と
の
間
に
直
線
的
な
発
達
の
関
係
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
間
違
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
科
学
の
発
達
に
と
っ
て
構
想
力
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
を
我
々
は
す
で
に
こ
こ
で
注

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
エ
ッ
セ
ル
テ
ィ
エ
に
依
れ
ば
、
科
学
の
成
立
は
三
つ
の
条
件
に
負
う
て
い
る
。＊

第
一

の
条
件
は
、
知
性
の
活
動
に
依
る
経
験
の
予
め
の
加
工
と
分
析
で
あ
る
。
第
二
の
条
件
は
、「
生
素
な
経
験
主
義 

em
pirism

e brut 

か
ら
人
間
を
解
放
し
た
と
こ
ろ
の
構
想
力
の
飛
躍 saltus de l’im

agination 

」
で
あ
る
。
そ
し

て
第
三
の
条
件
は
、
非
人
格
的
な
集
合
的
な
思
惟
か
ら
の
個
人
的
な
人
格
的
な
思
惟
の
独
立
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

個
々
の
点
に
つ
い
て
我
々
は
次
第
に
論
究
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
呪
術
は
技
術
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
そ
れ
は
人
間
が
環
境
に
適
応
し
て
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
適
応
は

呪
術
に
お
い
て
は
、
ド
ゥ
ラ
ク
ロ
ワ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
一
種
の
「
過
敏
適
応
」hyperadaptation 

で
あ
る＊
＊。

欲

望
は
全
能
の
効
力
を
有
す
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
儀
礼
の
手
段
に
対
し
て
世
界
を
強
制
す
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
主
観

は
実
在
に
先
廻
り
し
、
か
よ
う
な
期
待
的
な
注
意
は
幻
覚
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
作
り
出
す
。
さ
き
に
呪
術
の
特
徴

と
し
て
述
べ
た
力
の
観
念
と
環
境
の
観
念
と
の
一
致
と
い
う
こ
と
も
そ
こ
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
か
く
し
て
呪
術
の

う
ち
に
は
厖
大
な
「
経
験
の
予
料
」anticipation de l’expérience 
が
あ
り
、
そ
れ
が
客
観
性
を
超
え
る
主
観
性



二
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四

の
過
剰
と
し
て
過
敏
適
応
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
構
想
力
に
依
る
経
験
の
予
料
は
、
単
に
呪
術
の
場

合
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
文
明
人
の
日
常
の
生
活
に
お
い
て
も
つ
ね
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
我
々
の

棲
息
す
る
社
会
的
環
境
に
急
激
な
変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
る
場
合
、
こ
の
環
境
に
適
応
す
る
に
は
我
々
は
経
験
の
予

料
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
と
き
環
境
は
ま
さ
に
経
験
の
予
料
に
よ
っ
て
環
境
そ
の
も
の
と
し
て
よ
り
も
環
境
の
イ

マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
与
え
ら
れ
、
環
境
に
対
す
る
適
応
の
仕
方
は
多
か
れ
少
な
か
れ
呪
術
的
に
な
る
。
ま
た
経
験
の

予
料
は
呪
術
の
み
で
な
く
、
科
学
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
構
想
力
に
依
る
経
験
の
予
料
と
し

て
生
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
た
め
に
呪
術
は
科
学
に
近
づ
き
得
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
生
素
な
経
験
主

義
か
ら
の
構
想
力
の
飛
躍
が
あ
り
、
そ
こ
に
イ
デ
が
生
れ
得
る
の
で
あ
る
。
空
想
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
背
理
的

な
も
の
の
う
ち
に
さ
え
、
彷
徨
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
、
人
間
の
有
す
る
優
越
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら

く
人
間
の
動
物
に
対
す
る
最
大
の
優
越
性
で
さ
え
あ
る
で
あ
ろ
う
。
理
性
よ
り
も
構
想
力
が
人
間
と
動
物
と
の
最

初
の
差
異
を
形
作
る
。
動
物
は
主
と
し
て
感
覚
の
直
接
の
印
象
の
う
ち
に
生
活
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
感
覚
の
記

憶
像
は
弱
く
て
消
え
易
く
、
そ
の
生
活
に
と
っ
て
重
要
性
を
有
し
な
い
。
し
か
る
に
人
間
は
現
在
の
感
覚
の
狭
い

世
界
の
う
ち
に
の
み
で
な
く
、
彼
の
心
が
過
去
の
感
覚
印
象
の
生
き
生
き
と
し
た
形
象
の
群
に
よ
っ
て
絶
え
ず
訪

れ
ら
れ
る
彼
自
身
の
広
い
世
界
の
う
ち
に
生
活
し
て
い
る
。
人
間
が
彼
の
人
間
的
な
閲
歴
を
始
め
る
の
は
、
こ
の
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術

覚
め
た
る
夢
の
広
い
不
思
議
の
国
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
覚
め
た
る
夢
は
多
分
そ
の
内
容
の
多
く
を
眠
の
夢
に

負
う
て
い
る
で
あ
ろ
う
。下
級
の
動
物
の
或
る
も
の
も
、人
間
と
同
様
、眠
に
お
い
て
夢
を
有
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

け
れ
ど
も
人
間
は
恐
ら
く
彼
の
夢
を
記
憶
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
下
級
の
動
物
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
彼
は
そ
れ
を
物
語
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
に
改
良
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

眠
の
夢
に
せ
よ
覚
め
た
る
夢
に
せ
よ
、そ
れ
は
物
語
ら
れ
な
い
で
お
く
に
し
て
は
余
り
に
生
き
生
き
と
し
て
い
る
、

そ
し
て
更
に
、
そ
れ
を
物
語
る
こ
と
は
或
る
感
情
に
い
わ
ば
第
二
の
印
象
と
浮
彫
を
与
え
る
。
動
物
の
場
合
に
は

感
情
は
感
覚
印
象
の
世
界
の
内
部
に
お
け
る
行
動
の
う
ち
に
第
一
次
的
表
現
を
見
出
す
に
過
ぎ
な
い
、
人
間
の
場

合
に
は
、
恐
れ
、
信
頼
、
怒
り
、
愛
、
憎
み
、
好
奇
心
、
驚
異
等
は
、
感
覚
印
象
の
世
界
の
内
部
に
お
け
る
行
動

の
う
ち
に
第
一
次
的
表
現
を
見
出
す
の
み
で
な
く
、
ま
た
夢
の
世
界
の
冒
険
や
行
為
の
う
ち
に
第
二
次
的
な
、
そ

し
て
劇
的
な
表
現
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
物
語
の
愛
に
人
間
は
最
初
多
く
の
も
の
を
負
う
て
い
る
。
夢

の
世
界
に
つ
い
て
の
物
語
を
話
し
ま
た
聴
く
こ
と
に
お
い
て
人
間
は
考
え
る
こ
と
を
学
ぶ
。
夢
の
世
界
に
お
い
て

は
、
彼
等
は
感
覚
経
験
の
世
界
の
堅
い
事
実
か
ら
逃
れ
て
自
由
に
動
く
こ
と
が
で
き
、
彼
等
の
能
力
を
妨
げ
ら
れ

ず
に
振
舞
い
、
思
い
の
ま
ま
に
形
像
を
喚
び
起
し
、
結
び
附
け
、
か
よ
う
に
し
て
い
わ
ば
遊
戯
に
お
い
て
、
後
に

感
覚
経
験
の
世
界
の
説
明
に
適
用
さ
れ
て
構
成
的
思
惟
の
能
力
と
し
て
現
れ
る
能
力
を
教
育
す
る
の
で
あ
る
。「
イ
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デ
を
全
然
持
た
な
い
よ
り
も
間
違
っ
た
イ
デ
を
持
つ
方
が
優
っ
て
い
る
」（L. W

eber, Le rythm
e du progrès, p. 

196.
）。
工
作
人
は
工
作
人
で
あ
る
限
り
イ
デ
に
達
し
な
い
。「
道
具
の
製
作
よ
り
も
神
々
の
創
造
が
思
想
の
発
展

に
お
い
て
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
知
性
の
真
の
開
幕
、
神
話
が
、
科
学
の
到
来
を
可
能
に
し
た
」、
と
エ

ッ
セ
ル
テ
ィ
エ
は
云
っ
て
い
る＊
＊
＊。

し
か
し
な
が
ら
科
学
を
含
む
の
は
呪
術
の
み
で
な
く
、
寧
ろ
技
術
が
科
学
と
本

質
的
に
結
び
附
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
た
だ
呪
術
の
み
が
、
こ
の
神
話
的
技
術
の
み
が

構
想
力
に
関
係
し
、
技
術
自
身
は
構
想
力
に
関
係
を
有
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
や
我
々
は
本
来
の
意
味
に
お

け
る
技
術
に
立
ち
入
っ
て
、
そ
れ
と
構
想
力
と
の
関
係
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　Essertier, O

p. cit., p. 49.

＊
＊
　H

. D
elacroix, La religion et la foi, p. 37.

＊
＊
＊
　Ibid., p. 46.

五

科
学
と
技
術
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
技
術
が
科
学
を
基
礎
と
す
る
の
は
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も
と
よ
り
科
学
も
技
術
的
課
題
に
刺
戟
さ
れ
て
発
達
し
た
。
科
学
の
進
歩
が
技
術
の
進
歩
を
可
能
に
す
る
と
共

に
、技
術
の
進
歩
が
科
学
の
進
歩
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
両
者
の
間
に
如
何
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
ら
が
直
線
的
に
結
び
附
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
知
性
人 hom

o sapiens 

は
工
作
人 hom

o 
faber 

か
ら
直
接
に
出
て
来
る
も
の
で
は
な
い
。
科
学
と
技
術
と
の
間
に
は
一
般
に
理
論
と
実
践
と
の
間
に
お
け

る
よ
う
な
対
立
が
あ
る
。
そ
し
て
科
学
と
技
術
と
い
う
、
一
般
に
理
論
と
実
践
と
い
う
対
立
物
を
媒
介
す
る
も
の

は
構
想
力
で
あ
る
。
技
術
か
ら
科
学
へ
移
る
に
は
構
想
力
の
媒
介
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
科
学
か
ら
技
術

へ
移
る
に
も
構
想
力
の
媒
介
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
対
立
物
の
統
一
と
い
う
弁
証
法
的
関
係
が
考
え
ら
れ
る
根
柢

に
は
構
想
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
普
通
に
弁
証
法
と
い
わ
れ
る
も
の
の
根
柢
に
は
構
想
力
の
論
理
が
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
前
者
は
後
者
の
追
考
で
あ
る
。
論
理
の
根
柢
に
は
直
観
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
直
観
は
単
に
非
合

理
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
自
身
知
的
な
、
論
理
的
な
意
味
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

技
術
か
ら
科
学
へ
移
る
に
は
構
想
力
の
飛
躍
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
エ
ッ
セ
ル
テ
ィ
エ
の
論
ず
る
如
く
で

あ
ろ
う
。
道
具
を
使
用
す
る
工
人
は
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
し
、
そ
れ
か
ら
理
論
を
作
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
か
と
い
う
に
、
そ
う
で
は
な
い
。「
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
、
道
具
は
、
機
械
で
さ
え
も
、
工
人
を
ば
、
彼
の
手

段
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
目
的
に
つ
い
て
、
ま
た
特
に
新
し
い
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
経
験
に
照
し
て
彼
の
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手
続
を
無
限
に
変
え
る
と
い
う
人
間
の
有
す
る
能
力
に
つ
い
て
、
明
瞭
に
意
識
す
る
よ
う
に
つ
ね
に
強
制
し
な
い

の
で
あ
る
。
道
具
は
工
人
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
、
そ
れ
は
身
体
の
器
官
の
連
続
で
あ
り
、
こ
の
も
の
の
外
部
に

お
け
る
投
影
で
あ
る
。
工
人
は
そ
れ
を
延
長
さ
れ
た
肢
体
の
如
く
使
い
、
そ
の
構
造
に
注
意
し
た
り
、
そ
の
種
々

の
部
分
が
如
何
に
し
て
そ
の
目
的
に
か
く
も
よ
く
適
合
し
て
い
る
か
を
探
求
し
た
り
す
る
こ
と
を
殆
ど
全
く
考
え

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
助
け
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
労
働
は
従
っ
て
な
お
自
然
的
と
見
え
る
こ
と
が
で
き
る
」＊

、
と

エ
ス
ピ
ナ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
道
具
は
工
人
に
と
っ
て
器
官
の
「
無
意
識
的
な
投
影
」 projection inconsciente 

で
あ
り
、
身
体
の
連
続
で
あ
る
。
機
械
は
、
も
と
よ
り
肢
体
の
末
端
的
部
分
の
投
影
で
は
な
い
が
、「
肢
体
を
相

互
に
且
つ
躯
幹
に
結
合
し
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
運
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
他
の
運
動
を
排
し
て
一
定

の
運
動
を
行
う
よ
う
に
さ
せ
る
関
節
の
投
影
」
で
あ
る
。
工
作
人
は
道
具
を
彼
の
身
体
の
延
長
の
如
く
使
い
、
そ

の
構
造
や
力
学
に
つ
い
て
反
省
す
る
こ
と
な
く
、
甚
だ
永
い
間
、
機
械
学
を
知
ら
な
い
技
術
家
で
あ
っ
た
。
彼
は

彼
の
発
明
の
巨
大
な
射
程
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
驚
歎
す
る
こ
と
も
考
え
な
か
っ
た
。
人
類
は
そ
の
最

初
の
機
械
を
、
そ
れ
に
つ
い
て
些
少
の
高
慢
心
を
も
抱
く
こ
と
な
く
、
ま
た
そ
れ
か
ら
他
の
も
の
を
発
明
す
る
こ

と
を
考
え
る
こ
と
も
な
し
に
、
永
い
間
使
用
し
た
。
道
具
の
発
明
家
は
無
名
に
止
ま
り
、
も
し
く
は
急
速
に
忘
却

の
淵
に
沈
ん
だ
。
彼
等
が
彼
等
の
仕
事
を
実
現
す
る
た
め
に
使
用
し
た
手
段
は
多
く
の
場
合
記
憶
に
値
し
な
い
よ
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う
に
思
わ
れ
た
。
文
化
開
発
の
英
雄
の
神
話
は
遅
れ
て
現
れ
、
そ
れ
と
て
も
、
す
べ
て
の
発
明
が
神
話
の
名
誉
を

得
た
わ
け
で
は
な
い
。「
技
術
は
含
蓄
的
に
科
学
を
含
ん
で
い
る
、
し
か
し
そ
れ
が
感
覚
的
経
験
に
密
着
し
て
い

る
限
り
、
そ
れ
は
科
学
を
生
む
よ
う
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
経
験
か
ら
、
呪
術
は
断
然
解
放
さ
れ
て
い
る
、
し
か

し
そ
れ
が
現
象
の
間
に
立
て
る
気
随
な
連
絡
は
現
象
に
つ
い
て
真
に
実
証
的
な
知
識
を
供
す
る
こ
と
が
決
し
て
で

き
な
い
。
一
言
で
い
え
ば
、
前
者
は
真
理
の
う
ち
に
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
は
自
由
で
な
い
、
後
者
は
自
由
で
あ
る
、

し
か
し
永
久
に
誤
謬
の
う
ち
に
あ
る＊
＊」、
と
エ
ッ
セ
ル
テ
ィ
エ
は
書
い
て
い
る
。
呪
術
が
科
学
と
な
る
に
は
経
験

に
拘
束
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
技
術
が
科
学
と
な
る
に
は
構
想
力
に
よ
っ
て
経
験
の
束
縛
か
ら
自
由
に
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
―
―
こ
こ
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
経
験
と
構
想
力
と
の
関
係
は
後
に
「
経
験
」
の
項
に
お
い
て
特

別
に
考
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
構
想
力
の
飛
躍
に
よ
っ
て
道
具
は
イ
デ
ー
と
な
る
の
で
あ
る
。

＊
　A

lfred Espinas, Les origines de la technologie, 1897, p. 45.

＊
＊
　O

p. cit.,pp. 144, 145.

し
か
し
な
が
ら
、
技
術
が
自
由
で
な
く
意
識
的
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
エ
ッ
セ
ル

テ
ィ
エ
の
考
え
る
如
く
、
技
術
が
感
覚
的
経
験
に
密
着
し
、
直
接
の
欲
望
の
満
足
に
止
ま
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ

う
か
。
道
具
が
工
作
人
に
よ
っ
て
彼
の
身
体
の
延
長
の
如
く
使
わ
れ
、
道
具
を
用
い
る
労
働
が
「
自
然
的
」
と
思
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わ
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
か
よ
う
に
道
具
が
使
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
す
で
に
道
具
が
発
明
さ
れ

て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
道
具
の
発
明
そ
の
も
の
は
明
ら
か
に
感
覚
的
経
験
か
ら
生

ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
発
明
に
は
構
想
力
が
必
要
で
あ
る
。
自
然
物
が
そ
の
ま
ま
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ

る
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
か
よ
う
な
発
見
に
は
す
で
に
構
想
力
の
飛
躍
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

発
明
さ
れ
た
道
具
が
無
意
識
的
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
技
術
の
経
験
主
義
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
も
む

し
ろ
根
本
的
に
は
技
術
の
制
度
的
性
質
に
基
づ
い
て
い
る
。
技
術
は
習
慣
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
の
意
味

を
有
す
る
の
で
あ
り
、
か
よ
う
に
習
慣
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
具
は
身
体
の
一
部
と
な
り
、
そ
の
労
働
は
自

然
的
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
技
術
の
進
歩
が
非
連
続
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。「
実
証
的

発
明
の
秩
序
に
お
い
て
顕
著
な
こ
と
は
、
そ
の
非
連
続
性
で
あ
る
、
無
活
動
の
、
停
頓
の
、
ま
た
後
退
す
ら
の
長

い
間
隔
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
或
る
時
期
に
お
け
る
、
そ
の
特
発
的
な
出
現
で
あ
る
」＊

。
科
学
の
進
歩
は
連
続
的

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
―
―
こ
の
こ
と
も
な
お
制
限
を
附
し
て
考
え
る
こ
と
を
要
す
る
が
―
―
に
対
し
て
、
技
術

の
進
歩
が
か
よ
う
に
著
し
く
非
連
続
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
技
術
に
本
質
的
な
も
の
と
し
て
す
で
に
述
べ
た
そ

の
習
慣
的
、
伝
統
的
、
制
度
的
性
質
に
依
る
の
で
あ
る
。
技
術
と
宗
教
と
の
間
に
或
る
種
の
関
係
が
存
在
し
た
と

い
う
こ
と
も
ま
た
注
意
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
機
械
は
し
ば
し
ば
神
々
に
捧
げ
ら
れ
、
有
用
性
の
た
め
に
使
用
さ
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技
術

れ
る
前
に
儀
礼
に
お
い
て
神
聖
化
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
人
間
の
技
術
的
発
明
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ

ュ
な
性
格
を
物
語
る
と
同
時
に
、か
よ
う
な
宗
教
と
の
結
合
が
技
術
の
制
度
化
を
確
保
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

科
学
が
技
術
に
な
る
に
は
構
想
力
の
媒
介
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
科
学
は
技
術
に
な
る
と
共
に
自

然
的
と
な
る
。
イ
デ
ー
は
構
想
力
に
よ
っ
て
い
わ
ば
自
然
の
中
か
ら
生
れ
、
そ
し
て
構
想
力
に
よ
っ
て
イ
デ
ー
は

い
わ
ば
自
然
に
還
る
の
で
あ
る
。
自
然
と
歴
史
と
を
繋
ぐ
も
の
が
構
想
力
で
あ
る
。
天
才
は
自
然
の
如
き
も
の
で

あ
る
と
云
わ
れ
る
の
も
こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。

＊
　Louis W

eber, Le rythm
e du progrès, 1913, pp. 138

―139.

と
こ
ろ
で
道
具
は
エ
ス
ピ
ナ
ス
の
云
う
如
く
器
官
の
無
意
識
的
な
投
影
、
延
長
さ
れ
た
身
体
と
し
て
主
体
に
属

し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
と
よ
り
単
に
主
体
的
な
も
の
で
な
く
、
他
方
ど
こ
ま
で
も
客
体
に
属
し
て
い
る
。

即
ち
道
具
は
主
観
的
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
的
で
あ
る
。
ノ
ワ
レ
が
明
瞭
に
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
、「
道
具
の

固
有
性
と
そ
の
全
く
大
き
な
重
要
性
は
、
そ
れ
が
主
体
の
部
分
で
あ
る
と
同
時
に
し
か
も
客
体
で
あ
る
と
こ
ろ
に

存
し
て
い
る
」＊

。
技
術
の
う
ち
根
本
的
な
意
味
に
お
け
る
技
術
が
道
具
を
作
る
技
術
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
技
術
の

本
質
は
か
よ
う
に
主
体
と
客
体
と
を
媒
介
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
に
お
い
て
、
人
間
的
な
も
の
は

物
体
的
に
な
り
、
ま
た
物
体
は
人
間
的
に
さ
れ
る
。
身
体
の
器
官
に
依
る
活
動
が
直
接
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
道
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具
に
依
る
活
動
は
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
道
具
は
主
観
的
に
し
て
客
観
的
な
も
の
と
し
て
す
べ
て
の
技
術
に

お
け
る
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
を
媒
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
技
術
に
お
い
て
主
観
的
な
も
の
と
客

観
的
な
も
の
と
が
媒
介
さ
れ
る
た
め
に
は
、
す
で
に
主
観
的
に
し
て
客
観
的
な
道
具
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
道
具
が
そ
れ
自
身
ま
た
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て

作
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
根
柢
に
す
で
に
主
観
的
に
し
て
客
観
的
な
構
想
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
得

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
が
立
ち
入
っ
て
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

＊
　Ludw

ig N
oiré, D

as W
erkzeug und seine Bedeutung für die Entw

ickelungsgeschichte der M
enschheit, 1880, 

S. 107.

あ
ら
ゆ
る
技
術
に
と
っ
て
一
つ
の
根
本
概
念
は
形 Form

 

の
概
念
で
あ
る
。
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
は

す
べ
て
形
を
有
し
、
技
術
的
活
動
そ
の
も
の
も
形
を
具
え
て
い
る
。
形
の
見
ら
れ
る
限
り
、
技
術
が
見
ら
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。
自
然
も
技
術
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
す
べ
て
生
命
を
有
す
る
も
の
は
形
を
有
す
る
と
こ

ろ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
物
の
形
は
進
化
論
者
が
云
う
よ
う
に
生
物
の
環
境
に
対
す
る
適
応
と
し
て
、

そ
れ
故
に
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
と
し
て
生
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
限

り
そ
こ
に
自
然
の
技
術
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
に
依
れ
ば
、
か
よ
う
に
形
の
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
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技
術

構
想
力
の
活
動
が
見
ら
れ
、
構
想
力
の
論
理
と
は
形
の
論
理
で
あ
る
。
構
想
力
の
哲
学
は
無
限
定
な
空
想
に
道
を

拓
こ
う
と
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
形
と
い
う
最
も
限
定
さ
れ
た
も
の
に
重
心
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
科
学
と

技
術
と
の
相
違
も
ま
た
、
科
学
に
お
い
て
も
形
が
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
主
と
し
て

こ
の
点
に
懸
っ
て
い
る
。
科
学
的
知
識
は
技
術
に
お
い
て
形
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
形
の
発
見
は

構
想
力
に
基
づ
い
て
い
る
。
技
術
は
科
学
を
予
想
す
る
と
い
わ
れ
る
、
そ
れ
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
に
し
て

も
、
知
識
が
形
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
科
学
は
技
術
の
中
へ
入
ら
な
い
。
技
術
は
科
学
の
客
観
的
な
知
識
を
前
提

す
る
と
共
に
人
間
の
主
観
的
な
目
的
を
前
提
す
る
と
い
わ
れ
る
。
技
術
は
人
間
の
意
欲
に
物
体
的
な
形
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
の
客
観
的
な
因
果
関
係
を
人
間
の
主
観
的
な
目
的
に
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る

に
も
し
人
間
の
欲
望
や
意
志
が
単
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
物
の
客
観
的
な
関

係
と
結
合
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
目
的
と
い
わ
れ
る
も
の
は
何
等
か
形
と
し
て
す
で
に
客
観
的
限
定

を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
技
術
に
お
け
る
目
的
原
因
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
よ
う
に 

ei\doV 

（
形
相
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
欲
望
や
意
志
が
形
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
技
術
の
中
へ
入
る
こ

と
が
で
き
ぬ
。
か
よ
う
に
形
と
な
る
欲
望
や
意
志
が
ま
さ
に
構
想
力
で
あ
る
。
構
想
力
に
お
い
て
主
観
的
な
も
の

は
形
と
な
っ
て
主
観
か
ら
脱
け
出
る
の
で
あ
る
。
動
物
は
身
体
の
器
官
の
奴
隷
で
あ
る
が
、
人
間
は
道
具
を
支
配
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し
こ
れ
に
よ
っ
て
身
体
的
な
欲
望
の
主
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
科
学
の
原
理
が
因
果
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

意
志
の
原
理
は
目
的
論
で
あ
る
。
技
術
は
物
の
客
観
的
な
因
果
関
係
と
人
間
の
主
観
的
な
目
的
と
を
綜
合
す
る
も

の
と
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
の
論
ず
る
如
く
、
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
が
技
術
の
本
質
で
あ
る
と
云
い
得

る
で
あ
ろ
う
。＊

因
果
論
と
目
的
論
と
は
如
何
に
し
て
調
和
し
得
る
か
と
い
う
、
古
来
最
も
困
難
と
さ
れ
た
哲
学
的

問
題
は
、
技
術
に
お
い
て
現
実
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
を
解
決
す
る
も
の
は
悟
性
で
も
な
く
意
志

で
も
な
く
、
却
っ
て
構
想
力
で
あ
る
。
目
的
論
は
単
に
因
果
論
の
逆
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
技
術
に
お
け
る
目
的

は
エ
イ
ド
ス
（
形
相
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
エ
イ
ド
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
た
よ
う
に
客
観
的

に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
発
明
家
の
構
想
力
に
お
い
て
生
れ
る
も
の
で
あ
る
。
技
術
は
創
造
的
で
あ
り
、
技

術
に
よ
っ
て
世
界
は
新
し
い
形
を
獲
得
す
る
。
構
想
力
の
自
由
な
産
物
が
客
観
性
を
有
す
る
と
こ
ろ
に
構
想
力
の

超
越
性
が
認
め
ら
れ
る
。
人
間
存
在
の
超
越
性
と
は
何
等
神
秘
的
な
も
の
で
な
く
、
彼
の
自
由
に
作
り
出
す
も
の

が
全
く
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
明
白
な
事
実
の
う
ち
に
人
間
存
在
の
超
越
性
が
あ
る
。
構
想
力
は
決
し
て

単
に
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
、
却
っ
て
構
想
力
の
自
由
な
作
用
に
お
い
て
主
観
的
な
も
の
は
形
と
な
っ
て
主
観

か
ら
超
出
す
る
。
人
間
の
技
術
的
行
為
、意
識
の
内
部
に
お
け
る
現
象
に
止
ま
ら
な
い
こ
の
行
為
の
う
ち
に
こ
そ
、

構
想
力
の
論
理
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
の
う
ち
に
、
し
か
も
こ
の
統
一
が
創
造
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技
術

的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
の
自
由
は
現
実
的
に
存
在
し
得
る
と
す
れ
ば
、
自
由
の
問
題
も
構
想
力
を
離
れ

て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
由
の
問
題
は
創
造
の
問
題
を
離
れ
て
は
現
実
的
で
な
く
、
創
造
と
は
単
に
意

識
の
内
部
に
お
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
関
係
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
な
お
形
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
更
に
詳
し
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　V

gl. V
iktor Engelhardt, W

eltanschauung und Technik, 1922.

六

今
日
普
通
に
形
式
論
理
と
呼
ば
れ
て
い
る
論
理
は
元
来
決
し
て
単
に
形
式
的
で
あ
っ
た
の
で
な
く
、
む
し
ろ

我
々
の
い
う
形
の
論
理
の
一
種
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
形
を
意
味
す
る
イ
デ
ア
或
い
は
エ
イ
ド
ス
を
実
在
と
見
た
ギ

リ
シ
ア
の
存
在
論
を
地
盤
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
の
論
理
が
い
わ
ゆ
る
形
式
論
理
と
な

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
的
存
在
論
と
は
異
な
る
存
在
論
の
地
盤
に
移
さ
れ
た
こ
と
と
共

に
、
形
に
つ
い
て
の
一
定
の
哲
学
的
見
解
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
い
ま
形
式
論
理
と
は
異
な
る
形
の
論
理

が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
形
に
つ
い
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
は
異
な
る
見
方
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
依
る
の
で
あ
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る
。ギ

リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
は
形
は
不
変
な
も
の
、
永
遠
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
依
れ
ば
、
イ
デ

ア
は
生
じ
も
せ
ず
滅
し
も
せ
ず
、
つ
ね
に
「
一
に
し
て
同
一
」（e{n te kai; taujtovn

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
永

遠
に
自
己
同
一
的
な
形
の
存
在
論
が
形
式
論
理
に
お
け
る
同
一
律
乃
至
矛
盾
律
の
根
柢
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
る

に
も
し
形
が
歴
史
的
な
も
の
、
変
化
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
如
何
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
近
代
の
進
化
論
は
種

の
変
化
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
形
を
永
遠
不
変
の
も
の
と
す
る
思
想
を
覆
し
た
。
種 species 

と
は
も
と
形
を
意

味
す
る
。形
の
変
化
即
ち transform

ation

（M
etam

orphose

）が
歴
史
の
根
本
概
念
で
あ
る
。形
が
生
成
し
発
展
し
、

ま
た
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
歴
史
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
事
物
を
運
動
に
お
い

て
見
た
が
、
形
そ
の
も
の
が
生
成
し
消
滅
す
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
形
が
変
化
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
的
論
理
は
行
詰
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

形
は
一
面
、
纏
っ
た
も
の
、
動
か
ぬ
も
の
と
し
て
形
で
あ
る
。
形
は
ど
こ
ま
で
も
空
間
的
な
も
の
で
あ
る
、
空

間
的
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
形
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
他
面
、
形
は
生
成
し
発
展
す
る
も
の
と
し
て
時
間
的

な
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
運
動
の
み
あ
っ
て
静
止
の
な
い
と
こ
ろ
に
形
は
あ
り
得
な
い
。
形
は
却
っ
て
生
成
と

存
在
と
の
、
イ
デ
ー
と
流
動
と
の
統
一
で
あ
る
。
形
は
時
間
的
と
同
時
に
空
間
的
な
も
の
、
空
間
的
と
同
時
に
時
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技
術

間
的
な
も
の
、
動
即
静
、
静
即
動
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
形
は
生
き
た
形
で
あ
り
、
歴
史
的
な
も
の
で

あ
る
。
形
式
論
理
が
形
の
論
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
弁
証
法
も
形
の
論
理
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
弁
証

法
に
お
け
る
範
疇
の
転
化
は
形
の
転
化
を
現
し
て
い
る
。
弁
証
法
は
歴
史
的
な
形
の
論
理
で
あ
り
、
歴
史
的
な
形

は
時
間
的
即
空
間
的
、
空
間
的
即
時
間
的
と
い
う
意
味
に
お
い
て
弁
証
法
的
で
あ
る
。
形
式
論
理
は
形
の
論
理
で

あ
る
と
い
っ
て
も
抽
象
的
で
あ
る
。す
べ
て
生
き
た
形
は
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
無
限
の
緊
張
を
示
し
て
お
り
、

こ
の
緊
張
が
生
命
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
形
は
生
命
の
緊
張
を
現
し
、
生
命
の
緊
張
は
形
を
措
い
て
何
処
に
も
求
め

ら
れ
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
生
命
は
緊
張
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
の
哲
学
の
欠
陥
は
生
命
を
純
粋
流
動
と

見
て
形
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
い
な
い
点
に
懸
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
形
が
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
変
化
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
形
は
元
来
単
な
る
イ
デ
ー
の
如
き

も
の
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
イ
デ
ー
は
一
つ
の
形
で
あ
る
と
し
て
も
、
如
何
に
し
て
一
つ
の
形
か
ら
他
の
形

が
弁
証
法
的
に
生
成
し
発
展
す
る
か
は
そ
の
場
合
説
明
さ
れ
得
な
い
。
形
は
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
イ
デ
ー
か

ら
と
い
う
よ
り
も
物
質
か
ら
或
い
は
自
然
か
ら
生
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
形
は
も
と
よ
り
単
な

る
物
質
で
な
く
、
物
質
と
精
神
と
の
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
形
は
か
よ
う

な
も
の
と
し
て
純
粋
な
思
惟
に
関
わ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
構
想
力
に
関
わ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換



二
三
八

え
る
と
、
形
は
元
来
イ
デ
で
あ
る
よ
り
も
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
イ
デ
は
む
し
ろ
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
思
惟
に
よ
っ

て
抽
象
さ
れ
固
定
さ
れ
た
も
の
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
形
の
論
理
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
思
惟
の
論
理
で
あ
る

よ
り
も
構
想
力
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
を
永
遠
不
変
の
も
の
と
見
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
は
イ
デ

ア
は
純
粋
な
思
惟
の
対
象
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
古
典
哲
学
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
思
惟
そ
の
も
の
が
実
は
直

観
的
な
造
形
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。＊

形
の
思
惟
が
何
等
か
直
観
的
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
思
惟
は
近
代
合
理
主
義
の
祖
と
称
せ
ら
れ
る
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
さ
え
直
観
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
思
惟
と
直
観
と
を
暴
力
的
に
分
離
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ア
ウ
フ
ク
レ
ー
ル
ン
グ
【A

ufklärung

啓
蒙
】

の
哲
学
の
影
響
に
基
づ
い
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
後
に
詳
し
く
取
扱
う
如
く
、
そ
の
第
一
批
判
書
に
お
い
て
直
観

と
思
惟
と
を
綜
合
す
る
も
の
と
し
て
構
想
力
の
統
一
を
考
え
た
が
、
や
が
て
第
三
批
判
書
に
お
け
る
ウ
ォ
ル
フ
学

派
に
い
う
構
想
力
の
論
理
を
判
断
力
の
批
判
と
し
て
展
開
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
ド
イ
ツ
観
念
論
の
発
展
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
歴
史
的
な
形
の
論
理
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
弁
証
法
の
直

観
的
性
質
も
注
意
さ
れ
て
い
る＊
＊。
弁
証
法
が
こ
の
よ
う
に
直
観
的
性
質
を
含
む
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
根
源
に
お
い

て
単
な
る
思
惟
の
論
理
で
な
く
て
構
想
力
の
論
理
で
あ
る
こ
と
、
普
通
に
考
え
ら
れ
る
弁
証
法
は
追
考
的
弁
証

法
で
あ
っ
て
―
―
追
考
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
更
め
て
問
題
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
―
―
創
造
的
弁
証
法
で
な
い
こ



二
三
九

第
三
章　

技
術

と
、
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
形
の
哲
学
で
あ
っ
た
ゲ
ー
テ
の
思
想
に
は
却
っ
て
学
ぶ
べ
き

も
の
が
多
い
。
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
的
論
理
は
形
の
論
理
で
あ
っ
た
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
イ
デ
ア
の
認
識
は
想

起
で
あ
る
と
い
う
説
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
如
く
、
そ
れ
は
創
造
の
論
理
で
は
な
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は

形
を
歴
史
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
的
な
形
の
論
理
を
発
展
さ
せ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
も
観

想
の
立
場
に
止
ま
っ
て
実
践
の
、
創
造
的
行
為
の
立
場
に
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
制
限
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
形
の
論
理
が
構
想
力
の
論
理
と
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
哲
学
が
観
想
の
立
場
を
取
っ
て
行
為
の
立
場
に
立

た
な
か
っ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
芸
術
に
お
い
て
も
構
想
力
が
真
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
観
照
で
な
く
創
作

に
関
し
て
で
あ
る
。
す
べ
て
の
行
為
が
制
作
の
、
従
っ
て
表
現
の
意
味
を
有
し
、
形
は
か
よ
う
な
行
為
に
お
い
て

形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
形
の
論
理
は
構
想
力
の
論
理
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

＊
　
学
者
に
よ
っ
て
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず W

alter Pater, Plato and Platonism 

は
こ
の
よ
う
な
見
地
か

ら
見
る
と
き
興
味
が
深
い
。
す
ぐ
れ
た
構
想
力
な
く
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
は
―
―
そ
の
表
現
形
式
を
も
含
め
て

―
―
形
成
さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

＊
＊
　V

gl. N
icolai H

artm
ann, D

ie Philosophie des deutschen Idealism
us, II. Teil : H

egel, 1929.

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
も
と
単
な
る
思
惟
の
論
理
で
な
く
生
命
の
論
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
に
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よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
弁
証
法
は
何
よ
り
も
生
命
の
論
理
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら

弁
証
法
は
生
命
の
論
理
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
生
命
が
単
な
る
流
動
で
あ
っ
て
形
を
作
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば

弁
証
法
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
命
は
形
を
作
る
も
の
と
し
て
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
み
で
な

く
自
然
も
形
を
作
る
も
の
で
あ
る
限
り
技
術
的
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
自
然
の
為
す
こ
と
を
継

続
す
る
に
過
ぎ
ぬ
と
云
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
セ
ア
イ
ユ
は
芸
術
に
お
け
る
天
才
を
論
じ
て
、
天
才
と
は

神
秘
的
な
も
の
で
な
く
、
自
然
そ
の
も
の
が
天
才
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。＊

「
思
想
は
生
命
を
継
続
す
る
（la 

pensée continue la vie

）、
そ
れ
は
そ
の
う
ち
に
し
み
入
る
す
べ
て
の
も
の
を
同
化
し
組
織
す
る
傾
向
を
有
す
る
。

そ
れ
は
身
体
の
生
命
と
同
様
に
正
し
く
『
創
造
』
と
定
義
さ
れ
得
る
」。
天
才
を
理
解
す
る
に
は
こ
の
創
造
的
力

を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
研
究
す
れ
ば
好
い
の
で
あ
る
。「
一
の
根
本
法
則
が
思
想
を
生
命
に
結
び
附
け

る
、
そ
れ
は
即
ち
、
組
織
し
、
多
を
一
に
齎
し
、
ま
た
統
一
を
ば
そ
の
周
り
に
そ
れ
の
整
え
る
こ
と
の
で
き
る
諸

要
素
を
寄
り
集
ま
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
様
化
す
る
傾
向
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
う
ち
に
お
け
る
感
覚
の
再
生
、
イ

マ
ー
ジ
ュ
の
こ
れ
を
実
現
す
る
運
動
に
対
す
る
内
面
的
関
係
、
で
あ
る
、
天
才
を
説
明
す
る
た
め
に
は
そ
れ
以
上

の
何
物
も
要
し
な
い
。
芸
術
は
精
神
に
お
け
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
生
活
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
」。
天
才
は
奇
跡
で

あ
る
ど
こ
ろ
か
、
内
的
生
命
の
最
も
一
般
的
な
事
実
で
あ
る
と
セ
ア
イ
ユ
は
書
い
て
い
る
。
精
神
に
お
い
て
自
然
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を
継
続
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
創
造
的
力
は
構
想
力
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ボ
ー
は
発
明

家
の
構
想
力
と
本
能
と
を
類
比
的
に
考
え
、
か
く
て
彼
に
依
れ
ば
本
能
は
「
創
造
的
能
力
の
一
つ
の
等
価
形
態
」

（une form
e équivalente de la faculté créatrice

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
創
造
的
能
力
は
第
一
に
は

生
理
的
過
程
（
胚
子
の
発
達
）、
第
二
に
は
精
神
物
理
的
過
程
（
本
能
）、
第
三
に
は
心
理
的
過
程
（
創
造
的
構
想

力
）
に
お
い
て
現
れ
る
と
見
做
さ
れ
た
の
で
あ
る＊
＊。
リ
ボ
ー
は
云
う
、「
高
次
の
、
固
有
の
意
味
で
心
理
的
な
展

相
に
お
い
て
、
出
発
点
は
芸
術
家
、
学
者
、
技
師
の
主
導
的
イ
デ
、
理
想
で
あ
る
。
発
達
の
機
構
は
胚
子
或
い
は

本
能
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
母
な
る
イ
デ
（idée m

ère

）
が
一
纏
め
に
現
れ
る
に
せ
よ
潜
在
的
労
作
か
ら
結
果

す
る
に
せ
よ
、
原
始
的
要
素
は
つ
ね
に
胚
子
や
本
能
に
何
か
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
」。
私
は
リ
ボ
ー
や
セ
ア
イ

ユ
【Séailles, 1852-1922

】
に
そ
の
ま
ま
同
意
し
な
い
。
た
だ
彼
等
の
意
見
に
よ
っ
て
も
、
構
想
力
の
創
造
的
論
理

が
す
で
に
自
然
の
う
ち
に
も
働
い
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
的
生
命
も
技
術
的
な
も
の
、
形

を
作
る
も
の
と
見
ら
れ
得
る
限
り
構
想
力
の
論
理
に
従
っ
て
い
る
。
す
べ
て
生
命
を
有
す
る
も
の
は
環
境
に
お
い

て
あ
り
、
環
境
に
対
す
る
技
術
的
な
適
応
か
ら
生
命
は
形
を
作
る
。
本
能
も
環
境
に
対
す
る
生
命
の
適
応
の
一
つ

の
仕
方
で
あ
る
こ
と
は
前
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
技
術
が
形
を
作
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
技
術
を
単
に
手
段
に

過
ぎ
ぬ
も
の
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
形
は
生
命
が
自
己
自
身
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
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れ
に
よ
っ
て
生
命
は
生
命
で
あ
る
の
で
あ
る
。
生
命
は
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
る
が
、
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
つ
つ
み

ず
か
ら
形
を
作
る
と
こ
ろ
に
生
命
の
自
律
性
が
証
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
諸
根
本

概
念
は
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
解
明
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
彼
は
形
を
先
在

的
な
も
の
と
考
え
、
作
ら
れ
る
も
の
、
技
術
の
過
程
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
れ
て
く
る
も
の
と
は
見
な
か
っ
た
。

＊
　G

abriel Séailles, Essai sur le génie dans l’art, Introduction, V
III

―X.

＊
＊
　
創
造
的
構
想
力
に
つ
い
て
の R

ibot 

の
講
義
の
中
か
ら
。Fr. Paulhan, Psychologie de l’invention, p. 166. 

に

拠
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
も
形
を
作
る
も
の
と
し
て
技
術
的
で
あ
る
。
自
然
の
歴
史
は
形
の
変
化 

transform
ation 

の
歴
史
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
生
命
的
自
然
の
有
す
る
形
は
主
体
と
環
境
と
の
適
応

の
関
係
か
ら
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
技
術
も
根
本
に
お
い
て
主
体
と
環
境
と
の
適
応
を
意
味
し
て
い

る
。
技
術
に
よ
っ
て
人
間
は
自
己
自
身
の
、
社
会
の
、
文
化
の
形
を
作
り
、
ま
た
そ
の
形
を
変
じ
て
新
し
い
形
を

作
っ
て
ゆ
く
。
文
化
は
も
と
よ
り
人
間
的
行
為
の
諸
形
式
も
、
社
会
の
種
々
の
制
度
も
、
す
べ
て
形
で
あ
る
。
人

間
の
歴
史
も transform

ation 

（
形
の
変
化
）
の
歴
史
で
あ
る
。
自
然
史
と
人
間
史
と
は transform

ation 

の
概
念

に
お
い
て
統
一
さ
れ
る
。
そ
の
根
柢
に
考
え
ら
れ
る
の
は
技
術
で
あ
る
。「
技
術
は
自
然
の
作
品
を
継
続
す
る
」
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（La technique continue l’œ
uvre de la nature.

）、
と
パ
コ
ッ
ト
は
書
い
て
い
る
。＊

す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、

「
お
よ
そ
技
術
は
一
方
に
お
い
て
自
然
が
仕
遂
げ
得
な
い
こ
と
を
完
成
し
、
他
方
に
お
い
て
自
然
を
模
倣
す
る
」（ 

o{lw
V te hJ tevcnh ta; me;n ejpitelei: a{ hJ fuvsiV ajdunatei: ajpergavsasqai, ta; de; mimei:tai. 

）、と
云
っ
て
い
る＊
＊。

技
術
は
身
体
の
器
官
に
、
身
体
と
類
似
の
、
し
か
し
身
体
か
ら
独
立
な
道
具
を
附
け
加
え
る
、
技
術
は
自
然
が
見

棄
て
た
点
に
お
い
て
宇
宙
の
建
築
を
再
び
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
す
べ
て
の
技
術
に
と
っ
て
基
礎
で
あ

る
の
は
我
々
の
身
体
の
運
動
で
あ
り
、
こ
の
身
体
そ
の
も
の
も
元
来
技
術
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
よ

う
に
し
て
人
間
の
技
術
は
自
然
の
技
術
を
継
続
す
る
と
す
れ
ば
、
人
間
史
と
自
然
史
と
は
、
近
代
の
人
間
主
義
的

な
考
え
方
に
お
い
て
抽
象
的
に
区
別
さ
れ
た
の
と
は
反
対
に
、
統
一
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　Julien Pacotte, La pensée technique, 1931, p. 10.

＊
＊ A

ristoteles, Physica II, 8.

七

技
術
の
本
質
は
発
明
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
如
何
な
る
技
術
も
そ
の
起
原
に
遡
っ
て
見
れ
ば
発
明
で
あ
っ
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た
。「
発
明
」
は
「
発
見
」
と
区
別
さ
れ
る
。
発
見
と
い
う
の
は discover, entdecken, découvrir 

と
い
う
文
字

が
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
覆
う
て
い
る
も
の
を
取
除
く
こ
と
、
隠
れ
て
い
た
も
の
、
知
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
見

出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
発
見
さ
れ
た
も
の
は
新
し
い
と
云
わ
れ
る
に
し
て
も
、
元
来
既
に
そ
こ
に
あ
っ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
は
た
だ
覆
わ
れ
て
い
て
発
見
さ
れ
る
以
前
に
は
我
々
に
見
え
な
か
っ
た
の
み
で

あ
る
。
こ
れ
に
反
し
発
明
と
い
う
の
は
新
し
い
も
の
、
嘗
て
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
作
り
出
す
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
二
つ
の
場
合
と
も
に
新
し
さ
が
語
ら
れ
る
に
し
て
も
、
発
明
は
物
を
存
在
せ
し
め
る
に
対
し
て
発
見
は

物
を
認
識
せ
め
る
と
い
う
区
別
が
あ
る
。
即
ち
発
明
は
創
造
で
あ
り
、
発
見
は
顕
示
で
あ
る
。＊

「
発
見
は
我
々
の

知
識
に
附
加
す
る
、
そ
れ
は
科
学
の
領
域
に
属
し
て
い
る
。
発
明
は
我
々
に
新
し
い
救
、
新
し
い
資
源
を
与
え
る
、

そ
れ
は
技
術
の
領
域
に
属
し
て
い
る
」。
尤
も
一
般
に
は
二
つ
の
語
は
絶
え
ず
混
同
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ

し
て
そ
れ
は
全
く
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
発
見
と
発
明
と
は
相
互
に
予
想
し
合
う
の
み
で
な
く
、
一
つ
の

こ
と
が
同
時
に
発
見
と
共
に
発
明
の
意
味
を
有
す
る
場
合
が
多
く
、
ま
た
発
明
も
或
る
点
で
は
発
見
で
あ
り
、
発

見
も
或
る
点
で
は
発
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
両
者
は
、
科
学
と
技
術
と
が
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
、
論
理
的

に
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
発
見
さ
れ
た
も
の
は
元
来
既
に
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か

よ
う
に
「
既
に
そ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
客
体
的
な
も
の
の
根
本
的
性
格
で
あ
り
、
従
っ
て
発
見
は
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術

客
体
的
認
識
或
は
対
象
的
認
識
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
し
か
る
に
発
明
は
生
産
に
関
わ
っ
て
い
る
。
認
識
な
し
に

発
明
は
な
く
、
ま
た
発
明
は
認
識
を
伴
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
発
明
は
根
本
に
お
い
て
生
産
乃
至
創

造
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
発
明
は
行
為
も
し
く
は
実
践
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
そ
の
も
の

と
し
て
要
求
し
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
嘗
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
夢
み
ら
れ
、
今
日
に
至
る
ま
で
余

り
に
無
視
さ
れ
て
き
た
「
発
明
の
論
理
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　Voir Joseph-M

arie M
ontm

asson, Le rôle de l’inconscient dans l’invention scientifique, 1928. X
X

X
II-

X
X

X
V

III.

形
式
論
理
と
い
わ
れ
る
も
の
は
対
象
的
認
識
の
論
理
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
既
に
そ
れ
は
発
明
の
論

理
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ル
・
ロ
ワ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
古
典
的
な
掟
て
は
主
と
し
て
、
ひ

と
た
び
為
さ
れ
た
証
明
の
正
確
さ
と
厳
密
さ
と
を
検
証
す
る
た
め
に
、
そ
こ
で
ひ
そ
か
に
製
造
さ
れ
た
工
場
か

ら
出
て
か
ら
後
の
実
験
的
乃
至
理
論
的
商
品
を
統
制
す
る
た
め
に
、
如
何
な
る
方
法
を
執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を

教
え
る
」
に
過
ぎ
な
い
。＊

そ
れ
は
後
か
ら
の
規
準
を
提
供
す
る
の
み
で
あ
る
。
発
明
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、
こ
れ
を
そ
の
過
程
の
運
動
そ
の
も
の
に
お
い
て
掴
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
る
と
、
論
議
的

思
惟 pensée-discours 

が
問
題
で
な
く
て
行
動
的
思
惟 pensée-action 

が
問
題
な
の
で
あ
る
、
或
る
批
評
的
思
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惟 pensée critique 

が
問
題
で
な
く
て
創
造
的
思
惟 pensée créatrice 

が
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
行
動
的

思
惟
も
し
く
は
創
造
的
思
惟
は
直
観
的
で
あ
り
、
感
覚
性
か
ら
離
れ
た
も
の
で
な
い
。
如
何
な
る
発
明
も
つ
ね
に

芸
術
作
品
の
性
格
を
有
す
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
そ
の
心
理
も
そ
の
論
理
も
単
な
る
享
受
の
立
場

か
ら
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
発
明
家
は
行
動
人
で
あ
り
、
実
際
家
で
あ
る
。
彼
の
思
考
は
、

か
り
そ
め
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
受
動
的
に
観
照
す
る
耽
美
家
或
は
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
的
批
評
家

の
そ
れ
に
殆
ど
全
く
類
似
し
な
い＊
＊」。

彼
は
行
動
人
の
如
く
思
索
す
る
者
で
あ
る
。
彼
は
行
動
人
の
如
く
で
あ
り

な
が
ら
彼
の
態
度
は
ど
こ
ま
で
も
科
学
的
で
あ
る
。
し
か
し
思
索
人
で
あ
る
者
が
行
動
人
の
如
く
思
索
す
る
と
い

う
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
思
索
と
行
動
と
い
う
相
反
す
る
も
の
が
結
び
附
く
た
め
に
は
、
構
想

力
の
媒
介
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
思
索
人
が
思
索
人
で
あ
り
な
が
ら
行
動
人
の
立
場
に
立
っ
て
思
索
し
、
行
動
人

が
行
動
人
で
あ
り
な
が
ら
思
索
人
の
立
場
に
立
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
構
想
力
の
媒
介
に
よ
っ
て
可
能

で
あ
る
。
ル
・
ロ
ワ
も
構
想
的
直
観
は
発
明
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
必
要
で
あ
る
と
云
い
、
直
観
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
が

す
べ
て
の
発
明
の
母
な
る
イ
デ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。「
ひ
と
は
そ
れ
（
直
観
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
）
を
あ
ら
ゆ
る

真
の
創
造
の
根
源
と
終
極
と
に
お
い
て
、
分
析
の
動
力
的
原
理
と
し
て
或
い
は
綜
合
の
完
成
と
し
て
、
見
出
す
。

そ
れ
の
み
が
実
際
に
実
現
的
で
あ
る
」。
発
明
の
途
上
に
は
如
何
に
比
量
的
思
惟
が
入
り
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
に
し
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て
も
、
そ
の
端
初
と
終
末
と
に
は
構
想
力
が
あ
る
。
私
は
も
ち
ろ
ん
ル
・
ロ
ワ
の
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
に
全
部
賛
成

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。構
想
力
は
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
発
明
の
根
源
に
立
っ
て
い
る
。

そ
し
て
構
想
力
は
形
を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
発
明
の
終
極
に
立
っ
て
い
る
。

＊
　Édouard Le R

oy, La pensée intuitive, II, Invention et vérification, 1930, p. 8.

＊
＊
　Loc. cit., p. 63.

固
有
な
意
味
に
お
け
る
技
術
即
ち
機
械
的
道
具
の
技
術
に
つ
い
て
三
つ
の
契
機
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
ず
自
然
法
則
の
認
識
が
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
法
則
に
反
し
て
ひ
と
は
如
何
な
る
技
術
も
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
。
次
に
人
間
に
よ
る
目
的
の
設
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
は
そ
の
法
則
に
従
っ
て
如
何
に
運
動
す

る
に
し
て
も
そ
れ
自
身
の
中
か
ら
道
具
の
如
き
も
の
を
生
じ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
一
見
し
て
自
然
的
に
在

る
も
の
と
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
技
術
は
客
観
的
法
則
と
主
観
的
目
的

と
の
綜
合
で
あ
る
。
し
か
し
更
に
こ
の
よ
う
な
綜
合
は
物
の
実
際
の
変
化
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
技
術
は
物
を
現
実
に
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
定
の
技
術
的
な
形
を
生
産
す
る
の
で
あ
る
。
い
ま
こ

れ
ら
三
つ
の
契
機
の
う
ち
、第
一
の
も
の
は
客
観
的
な
も
の
、ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
、第
二
の
も
の
は
主
観
的
な
も
の
、

パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
技
術
は
客
観
的
な
も
の
と
主
観
的
な
も
の
と
の
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
パ
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ト
ス
的
な
も
の
と
の
綜
合
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
は
第
三
の
点
に
至
っ
て
一
定
の
技
術
的
な
形
に
お
い

て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
技
術
の
問
題
は
前
に
も
云
っ
た
よ
う
に
形
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
形
は
し
か

る
に
単
に
イ
デ
ー
的
（
ロ
ゴ
ス
的
）
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
起
原
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
パ
ト
ス
的
な
も

の
と
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
の
統
一
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
り
、
か
く
し
て
本
来
弁
証

法
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
形
の
弁
証
法
的
性
格
は
次
の
点
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
技
術
の
第
一
の
契
機
と
し
て
予
想
さ
れ
る
自
然
法
則
の
認
識
は
そ
の
本
性
上
理
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

故
に
ま
た
そ
の
本
質
に
お
い
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
第
二
の
契
機
と
し
て
の
人
間
に
よ
る
目

的
の
設
定
は
実
践
的
意
味
を
有
し
て
い
る
。
実
践
或
は
行
為
に
は
一
般
的
な
実
践
、
一
般
的
な
行
為
と
い
う
も
の

は
な
く
、
つ
ね
に
た
だ
個
々
の
、
具
体
的
な
、
特
殊
的
な
実
践
或
い
は
行
為
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
か
く
し
て
技

術
的
な
形
は
理
論
的
な
も
の
と
実
践
的
な
も
の
と
の
統
一
、一
般
的
な
も
の
と
個
別
的
な
も
の
と
の
統
一
を
現
す

と
い
う
意
味
に
お
い
て
弁
証
法
的
な
も
の
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。

デ
ッ
サ
ウ
エ
ル
【1881-1963

】
は
技
術
の
問
題
が
哲
学
的
に
は
形
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
そ
し
て
そ
こ

か
ら
彼
は
「
技
術
の
超
越
的
本
質
」
の
思
想
に
達
し
て
い
る
。＊

デ
ッ
サ
ウ
エ
ル
に
依
れ
ば
、
技
術
の
各
々
の
一
義

的
な
問
題
に
対
し
て
唯
一
つ
の
最
善
の
解
決
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
甚
だ
重
要
な
事
実
で
あ
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技
術

る
。
例
え
ば
自
転
車
は
、
初
め
様
々
な
形
の
も
の
が
現
れ
た
が
、
完
全
に
な
る
に
従
っ
て
唯
一
つ
の
形
に
統
一
さ

れ
て
行
っ
た
。
同
じ
目
的
に
対
す
る
技
術
的
構
成
が
多
様
で
あ
り
得
る
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
な
る

原
因
は
、
目
的
が
一
見
し
た
ほ
ど
一
義
的
で
な
い
こ
と
、
或
い
は
解
決
が
な
お
不
完
全
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
の

で
あ
る
。
自
動
車
の
種
々
の
モ
デ
ル
は
す
べ
て
同
一
の
主
要
目
的
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
副
目
的
が
異
な
っ
て

い
る
。
一
人
乗
り
の
車
も
あ
れ
ば
、
多
人
数
の
た
め
の
車
も
あ
り
、
街
の
車
も
あ
れ
ば
、
遠
距
離
の
た
め
の
車
も

あ
り
、
オ
ー
プ
ン
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
若も

し
こ
れ
ら
す
べ
て
の
特
殊
的
な

構
成
に
対
し
て
統
一
的
な
目
的
が
確
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
解
決
の
数
は
遥
か
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、

技
術
に
お
い
て
は
こ
の
種
の
努
力
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
タ
イ
プ
化
や
規
格
化
は
目
的
並
び
に
手
段
の
多
様

性
を
減
ず
る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
推
し
詰
め
て
考
え
れ
ば
、
一
つ
の
完
全
に
認
識
さ
れ
従
っ
て

限
定
さ
れ
た
目
的
に
対
し
て
は
唯
一
つ
の
最
善
の
解
決
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
蓋
し
一
つ
の
目

的
に
対
し
て
完
全
に
同
価
値
の
多
数
の
材
料
が
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
多
数
の
同
価
値
の
形
も
存
在
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
お
よ
そ
可
能
な
る
一
切
の
一
義
的
な
技
術
的
問
題
の
最
善
の
解
決
の
か
く
の
如
き
単
一
性
は
、
解
決
が

可
能
性
に
お
い
て
は
既
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、そ
れ
故
に
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

我
々
が
解
決
を
為
す
の
で
な
く
、
我
々
は
た
だ
そ
の
既
に
予
定
的
に
（prästabiliert

）
存
在
す
る
も
の
を
見
出
す
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に
過
ぎ
な
い
。
技
術
的
人
間
は
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
形
の
可
能
的
存
在
を
経
験
的
世
界
の
現
実
に
変
え
る
の
み

で
あ
る
。
そ
こ
に
デ
ッ
サ
ウ
エ
ル
に
依
れ
ば
技
術
の
超
越
的
本
質
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
技
術
的
な
形
は
創
造
者

（
神
）
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
、
経
験
を
超
越
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
先

験
的
に
予
定
さ
れ
た
、
一
義
的
な
形
の
世
界
を
、
彼
は
「
第
四
帝
国
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
三

つ
の
批
判
に
お
い
て
確
立
し
よ
う
と
し
た
理
論
理
性
の
世
界
、
実
践
理
性
の
世
界
、
判
断
力
の
世
界
に
対
し
て
、

独
自
の
、
第
四
の
帝
国
を
形
作
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
技
術
の
問
題
が
形
の
問
題
に
関
わ
る
こ

と
、
ま
た
そ
れ
が
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
超
越
性
の
問
題
を
含
む
こ
と
は
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、

デ
ッ
サ
ウ
エ
ル
の
か
く
の
如
き
説
は
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
。
も
し
技
術
的
な
形
は
予
定
的
に
存
在

し
、
発
明
家
は
そ
れ
を
新
た
に
作
り
出
す
の
で
な
く
て
単
に
そ
れ
を
見
出
す
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
デ
ッ

サ
ウ
エ
ル
は
如
何
に
し
て
技
術
の
本
質
を
特
に
「
発
明
」
と
考
え
、「
創
造
」
と
さ
え
称
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
創
造
に
は
「
無
か
ら
の
創
造
」
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
イ
デ
ー
的
な
形
が

物
質
或
い
は
自
然
の
中
か
ら
出
て
来
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
が
パ
ト
ス
的

な
も
の
の
中
か
ら
生
れ
て
来
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
技
術
は
超
経
験
的
に
予
定
的
に
先

在
す
る
形
を
見
出
す
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、技
術
が
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
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形
は
技
術
的
行
為
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
の
で
な
く
、
こ
の
行
為
そ
の
も
の
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
技
術
が
第
四
帝
国
を
形
作
る
と
い
う
思
想
も
抽
象
的
で
あ
る
。
芸
術
的
活
動
は
も
と
よ
り
、
理
論

的
並
び
に
実
践
的
と
呼
ば
れ
る
活
動
も
、
即
ち
我
々
の
一
切
の
活
動
が
表
現
作
用
の
意
味
を
有
す
る
と
い
う
こ
と

に
先
ず
注
目
す
る
こ
と
が
却
っ
て
大
切
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
デ
ッ
サ
ウ
エ
ル
は
技
術
が
歴
史
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
、
技
術
的
な
形
も
歴
史
的
な
も
の
、
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
誤
解
を
除
き
、
し
か
も
技
術
の
超
越
性
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
出
直
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

＊
　V

gl. Friedrich D
essauer, Philosophie der Technik, D

ritte A
uflage 1933.

考
察
の
出
発
点
は
つ
ね
に
、
す
べ
て
生
命
を
有
す
る
も
の
は
環
境
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
生
活
体
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
環
境
の
う
ち
に
生
活
し
て
い
る
。
生
物
学
者
ホ
ル
デ
ー
ン
の
如
き
は
、

外
的
環
境
の
み
で
な
く
内
的
環
境
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
。＊

ま
た
社
会
学
者
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
如
き
も
、
内

的
社
会
的
環
境
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る＊
＊。
そ
し
て
ホ
ル
デ
ー
ン
の
論
ず
る
如
く
、
環
境
は
生
活
体
の

構
造
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
、
且
つ
逆
に
生
活
体
は
環
境
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。

す
べ
て
の
技
術
は
主
体
と
環
境
と
の
作
業
的
関
係
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
り
、
か
よ
う
に
し
て
形
と
い
う
も
の
は
技
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術
的
に
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
工
作
的
な
、
機
械
的
な
技
術
も
、
根
本
に
お
い
て
か
く
の
如
き
関
係
以
外
に
出
る

も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
生
命
を
有
す
る
も
の
は
技
術
的
で
あ
る
が
、
た
だ
人
間
の
み
は
機
械
的
な
技
術
、
言
い

換
え
る
と
、
身
体
の
器
官
に
よ
る
の
で
な
く
固
有
な
意
味
に
お
い
て
道
具
と
い
わ
れ
る
も
の
を
媒
介
と
す
る
技
術

を
有
し
て
い
る
。
器
官
の
技
術 O

rgantechnik 

に
止
ま
ら
な
い
で
道
具
的
技
術 Instrum

entaltechnik 

を
有
す
る

と
い
う
の
が
人
間
の
固
有
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
欲
望
の
奴
隷
で
あ
る
こ
と
な
く
知
性
的
で
あ
り
得

る
の
で
あ
る
。人
間
の
技
術
の
特
殊
性
は
人
間
の
存
在
の
或
る
一
定
の
特
殊
性
に
基
づ
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

プ
レ
ス
ナ
ー
【H

elm
uth Plessner

】
等
に
従
え
ば
、
人
間
的
存
在
の
特
殊
性
は
離
心
的 exzentrisch 

と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
は
環
境
に
対
し
て
、
自
己
自
身
に
対
し
て
さ
え
も
、
距
離
の
関
係
に
立
ち
得
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
は
つ
ね
に
環
境
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
環
境
と
瞑
合
的
に
生
き
る
の
で
な
く
環
境
か

ら
超
越
し
て
お
り
、
同
時
に
逆
に
環
境
は
人
間
を
超
越
し
て
い
る
。
人
間
は
主
体
と
し
て
環
境
か
ら
超
越
す
る
と

共
に
環
境
は
客
体
と
し
て
人
間
を
超
越
し
た
も
の
と
な
る
。
主
体
へ
の
超
越
は
同
時
に
客
体
の
超
越
で
あ
る
。
こ

こ
に
我
々
は
超
越
の
弁
証
法
的
性
質
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
主
観
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
物
を
客
観
的
に
眺
め
得
る
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
社
会
学
者
は
、
文
化
の
進
歩
す
る
に
従
っ
て
、
個
人
は

社
会
が
自
己
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
「
超
越
的
」
で
あ
る
の
を
一
層
多
く
感
ず
る
―
―
こ
れ
に
反
し
て
オ
ー
ス
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ト
ラ
リ
ア
の
小
種
族
の
各
員
は
そ
の
種
族
の
文
化
の
全
体
を
自
己
に
お
い
て
担
っ
て
い
る
―
―
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
超
越
的
な
社
会
は
、
文
明
人
は
そ
れ
に
つ
い
て
反
省
し
、
そ
れ
を
「
対
象
」
と
し
て
次
第
に
多
く
明
瞭
に
認

識
す
る
の
で
あ
る
。
物
を
客
観
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
物
が
我
々
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
か
ら
で
あ

り
、
物
が
超
越
的
で
あ
る
の
は
我
々
が
主
体
と
し
て
物
か
ら
超
越
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
歴
史
的
に
見
て
も
、

社
会
に
お
け
る
個
人
の
独
立
が
科
学
の
発
達
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
人
間

は
環
境
か
ら
離
れ
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ぬ
。
環
境
か
ら
離
れ
た
人
間
は
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
再
び
環
境
と

結
び
附
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
こ
の
結
合
は
人
間
に
と
っ
て
も
は
や
直
接
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
で

き
ぬ
。
そ
こ
か
ら
主
体
と
客
体
と
の
媒
介
者
と
し
て
技
術
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
技
術
は
人
間
的
存
在
の

右
の
如
き
超
越
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

＊
　C

f. J. S. H
aldane, The philosophical basis of biology, 1931.

＊
＊
　Voir É. D

urkheim
, Les règles de la m

éthode sociologique.

【
田
辺
訳
『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』】

し
か
し
こ
の
際
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
間
的
存
在
の
超
越
性
は
そ
の
存
在
の
全
体
に
お
い
て
理
解
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
環
境
に
対
し
て
距
離
の
関
係
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
固
よ
り
知
的
な

意
味
を
有
し
て
い
る
、
知
性
は
そ
こ
に
根
拠
を
与
え
ら
れ
る
。
環
境
が
我
々
に
と
っ
て
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
こ
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と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
環
境
を
対
象
的
に
、
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
人
間
は
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
。

し
か
る
に
対
象
の
超
越
は
同
時
に
人
間
の
主
体
へ
の
超
越
で
あ
る
、
超
越
は
弁
証
法
的
で
あ
る
。
人
間
的
存
在
の

主
体
的
超
越
性
は
人
間
の
パ
ト
ス
の
性
質
を
も
規
定
す
る
。
人
間
は
い
わ
ば
精
神
に
お
い
て
の
み
で
な
く
身
体
に

お
い
て
も
超
越
的
で
あ
る
。
人
間
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
は
無
限
性
の
、
超

越
性
の
性
格
を
帯
び
た
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
技
術
が
人
間
の
知
的
性
質
に
基
づ
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
そ
れ
は
ま
た
人
間
の
パ
ト
ス
の
一
定
の
性
質
、
そ
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
質
に
基
づ
い
て
い
る
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
知
的
技
術
も
彼
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
生
活
は
そ
の

あ
ら
ゆ
る
活
動
に
お
い
て
技
術
的
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
経
済
的
技
術
の
領
域
に
の
み
限
ら
れ
て
い
な
い
。

技
術
に
対
す
る
人
間
の
要
求
は
普
遍
的
で
あ
る
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
神
話
は
技
術
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
質
を

語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
パ
ト
ス
が
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
の
は
人
間
的
存
在
の
限
り
な
い
窮
迫
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
か
く
の
如
き
窮
迫
は
、
こ
の
存
在
が
も
は
や
環
境
と
融
合
し
て
生
き
る
こ
と
な
く
、
環
境
に
対

し
て
主
観
的
に
乖
離
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
か
よ
う
な
人
間
に
根
源
的
な
パ
ト
ス
は
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
距

離
の
パ
ト
ス
で
あ
る
。
距
離
の
パ
ト
ス
は
何
よ
り
も
戦
士
の
心
で
あ
る
。
主
体
と
し
て
環
境
か
ら
独
立
し
た
人
間

は
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
技
術
は
人
間
に
と
っ
て
戦
術
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
シ
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ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
技
術
を
「
生
の
戦
術
」
と
考
え
た
の
も
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
シ
ュ

ペ
ン
グ
ラ
ー
は
技
術
の
パ
ト
ス
的
性
格
、
或
い
は
ロ
ゴ
ス
の
パ
ト
ス
的
性
格
を
一
面
的
に
強
調
す
る
こ
と
に
お
い

て
間
違
っ
て
い
る
。
寧
ろ
パ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
的
性
格
の
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
技
術
と
は
パ
ト
ス
と

ロ
ゴ
ス
と
を
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
的
存
在
の
超
越
性
は
そ
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
と
共
に
そ
の
知

性
的
な
性
格
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
を
統
一
す
る
も
の
は
構
想
力
で
あ
り
、
構
想
力
は

形
に
お
い
て
い
わ
ば
ロ
ゴ
ス
の
勝
利
と
し
て
、
イ
デ
ー
の
勝
利
と
し
て
、
こ
の
統
一
を
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
パ

ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
を
引
出
し
て
く
る
も
の
が
構
想
力
で
あ
る
。
構
想
力
の Zauberkraft

（
魔
力
）
に
よ
っ
て
パ

ト
ス
か
ら
イ
デ
ー
は
引
出
さ
れ
て
く
る
。
パ
ト
ス
も
ロ
ゴ
ス
も
人
間
的
存
在
の
超
越
性
を
示
し
て
い
る
が
、
構
想

力
も
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
構
想
力
を
単
に
内
在
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
形
は

ど
こ
ま
で
も
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
は
構
想
さ
れ
た
形
に
お
い
て
和
解
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
和
解
は
歴
史
的
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
形
そ
の
も
の
が
ど
こ
ま
で
も
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
り
、
歴
史

的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
は
形
か
ら
形
へ
の
変
化
即
ち
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
で
あ
る
。

八
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す
で
に
述
べ
た
如
く
、
自
然
史
と
人
間
史
と
は
、
技
術
を
根
柢
と
し
て
、
形
の
変
化 transform

ation 

の
概
念

に
お
い
て
統
一
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
形
の
変
化
と
い
う
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
数
学

的
自
然
科
学
に
対
し
て
不
当
に
軽
視
さ
れ
て
い
た
記
述
的
な
科
学
に
重
要
な
意
義
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
近

代
に
お
い
て
は
数
学
的
自
然
科
学
が
科
学
的
認
識
の
理
想
と
さ
れ
、記
述
的
な
科
学
は
低
い
段
階
の
も
の
で
あ
り
、

数
学
的
な
説
明
的
な
科
学
に
進
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。「
歴
史
を
科
学
に
高
め
る
」
と
い
う

主
張
も
同
じ
方
向
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
い
ま transform

ation 

の
概
念
を
根
柢
に
お
い

て
自
然
史
と
人
間
史
と
を
統
一
的
に
見
る
場
合
、
記
述
的
な
科
学
の
そ
れ
自
身
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
記
述
は
も
と
形
と
形
の
変
化
に
関
わ
っ
て
い
る
。
技
術
は
自
然
の
作
品
を
継
続
す
る
と
考
え
る
と
き
、
数
学

的
自
然
科
学
の
方
法
は
自
然
科
学
に
お
い
て
も
偏
重
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
技
術
は
形
と
形
の
変
化
に
関
係

し
て
い
る
。
従
来
の
数
学
的
自
然
科
学
の
偏
重
は
、
科
学
の
理
念
が
技
術
か
ら
分
離
さ
れ
、
一
般
に
実
践
的
な
、

ま
た
歴
史
的
な
見
方
が
欠
け
て
い
た
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
技
術
は
自
然
法
則
の
認
識
、
従
っ
て

数
学
的
自
然
科
学
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
近
代
技
術
の
発
達
は
近
代
科
学
の
発
達
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
け

れ
ど
も
技
術
と
科
学
と
は
直
接
に
同
じ
で
な
く
、
科
学
の
抽
象
的
な
一
般
法
則
を
具
体
的
な
形
に
転
化
し
て
外
部
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に
物
を
作
る
の
が
技
術
で
あ
る
。
形
の
概
念
が
技
術
に
お
い
て
指
導
的
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
こ
の
形
が
法
則

の
認
識
を
媒
介
と
し
て
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
は
ギ
リ
シ
ア
の
形
の

論
理
を
継
続
し
、
こ
れ
に
歴
史
の
概
念
を
導
き
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
弁
証
法
に
お
い
て
は
科
学
の
媒
介
が

不
十
分
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
は
数
学
的
自
然
科
学
に
結
び
附
い
た
カ
ン
ト
の
論
理
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
現
実
的
に
な
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
技
術
的
な
形
が
自
然
法
則
の
認
識
を
媒
介
と
す
る
よ
う
に
、
構

想
力
の
論
理
も
近
代
科
学
の
論
理
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
、
形
の
論
理
と
し
て
の
構
想
力
の
論
理

は
、
法
則
を
理
念
と
す
る
科
学
よ
り
も
技
術
の
理
念
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
科
学
の
法
則
が
抽
象
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
に
反
し
て
、技
術
的
な
形
は
つ
ね
に
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
単
に
特
殊
的
な
も
の
で
な
く
、
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
り
、
法
則
と
科

学
を
自
己
の
う
ち
に
止
揚
し
た
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
技
術
の
領
域
は
科
学
の
領
域
よ
り
も
広
い
と
考
え
ら

れ
、
人
間
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
お
い
て
技
術
的
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
今
日
な
お
科
学
的
に
取
扱
わ
れ
て

い
な
い
領
域
に
お
い
て
も
技
術
的
で
あ
る
。
更
に
技
術
は
科
学
よ
り
も
古
い
、
技
術
は
人
類
と
共
に
古
く
、
固
有

な
意
味
に
お
け
る
科
学
即
ち
近
代
科
学
の
理
念
が
現
れ
る
以
前
に
お
い
て
も
人
類
は
つ
ね
に
技
術
に
よ
っ
て
生
活

し
て
き
た
。
近
代
科
学
そ
の
も
の
も
元
来
技
術
的
要
求
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
技
術
的
に
利
用
さ
れ
て
い
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る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
科
学
よ
り
も
技
術
に
定
位
を
と
る
形
の
論
理
と
し
て
の
構
想
力
の
論
理
は
、
人
間

文
化
に
と
っ
て
一
層
広
い
且
つ
一
層
根
本
的
な
論
理
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
技
術
は
主
体
へ
超
越
し
た
人
間
の
環
境
に
対
す
る
戦
と
し
て
生
れ
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
云
う
よ

う
に
技
術
は
生
の
戦
術
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
技
術
の
戦
闘
的
意
味
の
み
を
一
面
的
に
強
調
す
る
こ
と
は
正
し
く
な

い
。
技
術
は
単
に
戦
闘
の
方
法
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
和
解
の
方
法
で
あ
る
。
自
然
か
ら
乖
離
し
た
人
間
は

技
術
を
通
じ
て
再
び
自
然
と
結
合
し
、
自
然
に
還
帰
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
は
構
想
力
そ
の
も
の
の
弁
証

法
的
性
質
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

人
間
は
技
術
に
よ
っ
て
自
然
を
支
配
す
る
。
か
よ
う
な
支
配
の
欲
望
或
は
い
わ
ゆ
る
権
力
意
志
は
距
離
の
パ
ト

ス
に
、
従
っ
て
ま
た
人
間
の
主
体
的
な
窮
迫
に
基
づ
く
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
支
配
は
同
時
に
協

同
を
意
味
し
て
い
る
。
我
々
は
自
然
と
協
同
す
る
こ
と
な
し
に
は
自
然
を
も
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
自
然
を

支
配
し
よ
う
と
す
る
者
は
自
然
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。パ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

更
に
技
術
は
人
間
の
環
境
に
対
す
る
適
応
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
技
術
は
適
応
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
す
で
に
、
単
に
戦
闘
の
方
法
で
あ
る
の
で
な
く
、
同
時
に
和
解
の
方
法
で
あ
る
。
戦
う
の
は
和
解
せ
ん
が
た
め

で
あ
る
。
タ
ル
ド
に
依
れ
ば
、
す
べ
て
の
発
明
は
現
象
の
適
応
を
意
味
し
て
い
る
。「
発
明
―
―
私
の
い
う
の
は
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技
術

模
倣
さ
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
れ
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
発
明
家
の
精
神
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
も
の
は
社
会
的
に
は
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
―
―
発
明
は
観
念
の
調
和
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
人
間
の

一
切
の
調
和
の
母
で
あ
る
」＊

。
個
人
的
天
才
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
調
和
の
真
の
源
泉
が
あ
る
、
と
彼
は
云

っ
て
い
る
。
社
会
学
的
に
見
て
も
、
発
明
は
、
従
っ
て
技
術
は
、
適
応
を
、
そ
れ
故
に
調
和
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
ま
た
発
明
は
調
和
の
中
か
ら
生
れ
る
よ
り
も
矛
盾
の
中
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た

如
く
リ
ボ
ー
は
発
明
家
の
構
想
力
は
本
能
に
類
似
す
る
と
云
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ポ
ー
ラ
ン
は
、
発
明

は
な
る
ほ
ど
本
能
を
継
続
す
る
け
れ
ど
も
、
他
方
本
能
に
対
立
す
る
と
論
じ
て
い
る＊
＊。

発
明
は
も
ち
ろ
ん
精
神
の

調
和
さ
せ
る
傾
向
の
表
現
で
は
あ
る
が
、単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。そ
れ
は
殆
ど
つ
ね
に
多
か
れ
少
な
か
れ
暗
々

裡
の
闘
争
か
ら
結
果
す
る
。
そ
こ
に
は
も
と
よ
り
つ
ね
に
精
神
の
組
織
化
す
る
本
質
的
活
動
が
見
ら
れ
る
と
共
に

ま
た
一
般
に
本
能
並
び
に
有
機
的
生
命
と
は
明
瞭
に
対
立
す
る
諸
要
素
の
活
動
が
見
ら
れ
、
ま
さ
に
こ
の
故
に
そ

こ
か
ら
出
て
く
る
発
明
は
新
し
い
状
態
と
し
て
特
徴
附
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
即
ち
そ
の
諸
要
素
は
互
い
に

対
立
し
、
一
般
的
な
調
和
は
何
等
か
の
闘
争
か
ら
結
果
す
る
の
で
あ
る
。
天
才
或
い
は
発
明
的
気
質
が
不
均
衡
も

し
く
は
錯
乱
、
精
神
病
学
的
状
態
に
比
較
さ
れ
る
の
は
こ
れ
に
依
る
、
と
ポ
ー
ラ
ン
は
云
っ
て
い
る
。
ル
・
ロ
ワ

も
発
明
的
思
惟
の
動
的
性
質
を
力
説
し
、
矛
盾
は
発
明
の
自
然
的
な
環
境
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
発
明
は
矛
盾
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の
真
中
に
お
い
て
し
か
作
用
し
な
い
。
矛
盾
律
は
疑
い
も
な
く
論
議
の
あ
ら
ゆ
る
論
理
の
第
一
の
原
理
で
あ
る
、

し
か
し
発
明
の
論
理
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
彼
は
考
え
た
。
蓋
し
発
明
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
「
つ
ね
に
新
た
な
状
況
に
対
す
る
つ
ね
に
新
た
に
さ
れ
た
適
合
」
の
必
要
か
ら
、「
余
り
に
残
酷
な
論
理
が

実
在
の
微
妙
さ
を
押
し
潰
す
よ
う
な
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
け
る
」
知
性
の
適
用
の
う
ち
に
立
ち
止
ま
る
必
要
か
ら

生
れ
る
の
で
あ
る＊
＊
＊。

発
明
は
こ
の
よ
う
に
し
て
弁
証
法
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
明
は
矛
盾
の
弁
証

法
的
調
和
で
あ
り
、
闘
争
で
あ
る
と
同
時
に
和
解
で
あ
る
。

＊
　G

. Tarde, Les Lois sociales, p. 129.

＊
＊
　Fr. Paulhan, Psychologie de l’invention, p. 167.

＊
＊
＊
　Édouard Le R

oy, La pensée intuitive, II, p. 13 et suiv.,pp. 21

―22.

し
か
し
技
術
の
弁
証
法
的
性
質
は
進
ん
で
構
想
力
の
弁
証
法
的
性
質
そ
の
も
の
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
先
に
云
っ
た
よ
う
に
、
技
術
は
人
間
の
自
然
か
ら
の
乖
離
か
ら
生
れ
る
と
共
に
、
技
術
に
よ
っ
て
ま
た
人

間
は
自
然
と
結
び
附
き
、
或
る
意
味
に
お
い
て
自
然
に
還
る
。
タ
ル
ド
は
社
会
の
根
本
法
則
と
し
て
模
倣
と
発
明

と
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
発
明
と
模
倣
と
は
技
術
の
本
性
に
、
更
に
構
想
力
そ
の
も
の
の
本
性
に
属
し
て
い

る
。
技
術
は
言
う
ま
で
も
な
く
発
明
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
の
み
で
な
く
、
技
術
は
つ
ね
に
自
己
自
身
を
模
倣
す
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技
術

る
傾
向
を
具
え
て
い
る
、
言
い
換
え
る
と
、
技
術
は
繰
り
返
さ
れ
る
、
技
術
は
習
慣
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
技

術
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
す
で
に
技
術
の
制
度
的
性
質
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
し
て
制
度
と
構
想

力
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ま
た
す
で
に
「
制
度
」
の
項
に
お
い
て
論
じ
て
来
た
。
か
よ
う
に
し
て
技
術
は
発
明
と

し
て
も
習
慣
と
し
て
も
構
想
力
に
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
も
習
慣
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
自
然
的
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
発
明
と
し
て
現
れ
た
技
術
は
習
慣
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
還
る
の
で
あ
る
。
技
術
が

発
明
と
し
て
と
共
に
習
慣
と
し
て
構
想
力
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
構
想
力
と
い
わ
れ
る
も
の
が
創
造
的
で
あ

る
と
共
に
記
憶
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
（
記
憶
は
タ
ル
ド
も
考
え
た
通
り
模
倣
の
一
つ
の
形
式

で
あ
る
）。
そ
れ
故
に
タ
ル
ド
の
説
く
よ
う
に
発
明
と
模
倣
と
が
社
会
の
根
柢
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
的
論
理

は
構
想
力
の
論
理
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
が
創
造
的
で
あ
る
と
共
に
記
憶
的
で
あ
る
こ
と
は
弁

証
法
的
に
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
は
構
想
力
は
主
と
し
て
記
憶
の
意
味
に

理
解
さ
れ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
現
代
に
お
い
て
は
特
に
構
想
力
の
創
造
的
性
質
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。
リ
ボ
ー
を

初
め
多
く
の
学
者
は
こ
の
よ
う
に
主
と
し
て
創
造
的
構
想
力
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
我
々
は
し
か
し
構
想
力
が

創
造
的
で
あ
る
と
共
に
記
憶
的
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
、
且
つ
こ
れ
を
弁
証
法
的
統
一
に
お
い
て
把
握
す

べ
き
で
あ
り
、
技
術
の
本
性
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
人
間
の
活
動
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
技
術
的
で
あ
る
。
単
に
狭
義
に
お
け
る
技
術
に
お
い
て
の

み
で
な
く
、
ま
た
芸
術
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
更
に
科
学
に
お
い
て
も
、
政
治
は
も
と
よ
り
道
徳
に
お
い
て
も

技
術
的
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
一
々
に
つ
い
て
は
後
に
至
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
単
に
い

わ
ゆ
る
文
化
が
す
べ
て
技
術
的
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
人
間
の
形
成
そ
の
も
の
が
技
術
的
で
あ
る
。
真
の
文
化
人

と
は
単
に
文
化
を
作
る
人
間
で
な
く
、
彼
の
人
間
そ
の
も
の
が
文
化
で
あ
る
よ
う
な
人
間
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。「
ひ
と
は
漸
次
に
彼
の
人
格
を
発
明
す
る
、
ひ
と
は
彼
が
芸
術
品
或
は
科
学
を
創
造
す
る
の
と
ま
さ
に
同

様
に
自
己
自
身
を
発
明
す
る
」、
と
ポ
ー
ラ
ン
は
書
い
て
い
る
。＊

ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
、
し
か
し
発
明
の

み
あ
っ
て
模
倣
の
な
い
と
こ
ろ
に
人
格
は
形
成
さ
れ
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
も
続
け
て
書
か
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
、「
我
々
の
各
人
は
一
種
の
作
品
で
あ
り
、
そ
の
形
成
に
お
い
て
は
、
戯
曲
或
い
は
詩
の
一
片
の
発
展
に

お
け
る
と
ま
さ
に
同
様
に
、
ル
ー
テ
ィ
ー
ヌ
【routine

】、
模
倣
と
発
明
と
が
、
個
人
に
よ
っ
て
甚
だ
異
な
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
」。
し
か
も
模
倣
は
単
に
他
を
模
倣
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
の
で
な
く
、
自
己

自
身
を
模
倣
す
る
こ
と
（
習
慣
的
に
な
る
こ
と
）
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
発
明
が
時
間
的
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
模
倣
は
空
間
的
で
あ
る
。
形
は
も
と
時
間
的
・
空
間
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
格
も
一
つ
の
形
と
し
て

発
明
と
共
に
模
倣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
単
に
空
間
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
死
ん
だ
形
で
あ
っ
て
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技
術

生
き
た
形
で
は
な
い
。
生
き
た
形
は
時
間
的
で
あ
る
と
共
に
空
間
的
で
あ
る
、
即
ち
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ポ
ー
ラ
ン
は
更
に
、
ひ
と
は
イ
デ
ー
を
発
明
す
る
の
み
で
な
く
、
印
象
を
も
感
情
を
も
発
明
す
る
、
と

云
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
も
し
一
切
が
発
明
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
技
術
の
み
で
な
く
、
技
術
に
対
す
る

自
然
或
は
カ
ン
ト
の
意
味
に
お
け
る
「
経
験
」
も
発
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
経
験
も
発
明
さ
れ
る
と
云

わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
翻
っ
て
経
験
と
構

想
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
カ
ン
ト
の
経
験
批
判
、
ま
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識

学
な
ど
に
お
け
る
構
想
力
の
意
味
を
顧
み
つ
つ
、
次
に
こ
の
問
題
に
入
っ
て
新
た
な
出
発
点
か
ら
考
察
を
初
め
、

哲
学
的
論
理
と
し
て
の
構
想
力
の
論
理
の
性
質
を
一
層
明
瞭
に
し
た
い
と
思
う
。

＊
　Paulhan, O

p. cit., p. 172.
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一

経
験
と
い
う
語
は
二
重
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
先
ず
或
る
客
観
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
経
験

と
い
え
ば
、
実
際
に
出
会
う
も
の
、
客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
錯
覚
や
幻
覚
の
如
き
も
経
験

と
い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
た
と
い
錯
覚
や
幻
覚
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
経
験
さ
れ
る
こ
と
そ
の
こ
と
は
客
観
的
な
事

実
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
他
方
、
経
験
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
つ
ね
に
主
体
に
関
係
附
け
ら
れ

て
い
る
。
経
験
は
経
験
す
る
も
の
の
経
験
で
あ
り
、
経
験
す
る
主
体
を
除
い
て
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は

或
る
主
観
的
な
も
の
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
か
く
し
て
経
験
は
主
観
的
で
あ
っ
て
客
観
的
な
も
の
、
客
観
的
で

あ
っ
て
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
経
験
が
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
本
来
何
を
意
味
す
る

で
あ
ろ
う
か
。
主
観
的
と
客
観
的
と
は
こ
の
場
合
如
何
に
結
び
附
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

経
験
に
つ
い
て
の
正
統
的
学
説
即
ち
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
の
哲
学
は
、
経
験
を
心
理
的
な
も
の
、
意
識
の
も
の
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験

と
見
た
。
す
べ
て
経
験
は
主
体
に
関
係
し
て
経
験
で
あ
る
限
り
、
そ
の
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
理
由
の
あ
る
こ
と
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
経
験
が
単
に
意
識
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
主
観
的
な
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う
。
し
か
る
に
経
験
論
の
元
来
の
動
機
は
実
証
的
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
し
て
経
験
論
は
感
覚
に
基
礎
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
感
覚
は
意
識
に
属
す
る
が
、
直
接
に
物
に
関
係
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
先
ず
感
官
の
う
ち
に
な
か
っ
た
何
物
も
悟
性
の
う
ち
に
な
い
」N

ihil est in intellectu, 
quod non prius fuerit in sensu. 

と
い
う
命
題
が
経
験
論
の
原
理
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
感

覚
も
し
く
は
観
念
の
客
観
性
は
如
何
に
し
て
確
か
め
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
は
観
念
は
物
の
記
号
或
い
は
代

表
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
代
表
説 representationism

 

は
常
識
の
素
樸
実
在
論
を
前
提
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
何
よ
り
も
こ
の
前
提
が
吟
味
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
観
念
が
心
に
直
接
に
現
れ
る
唯
一
の
対
象

で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
如
何
に
し
て
我
々
は
我
々
の
観
念
と
そ
の
原
物
と
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に

よ
っ
て
我
々
の
観
念
と
物
の
実
際
と
の
一
致
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
か
か
る
物
の
独

立
な
世
界
を
想
定
す
る
た
め
に
我
々
は
如
何
な
る
根
拠
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
っ
た

如
く
、「
心
は
知
覚
以
外
の
何
物
を
も
自
己
に
現
前
す
る
も
の
と
し
て
有
せ
ず
、
そ
し
て
決
し
て
そ
れ
と
物
と
の

結
び
附
き
の
何
等
か
の
経
験
に
達
し
得
な
い
。＊

」「
我
々
は
実
に
我
々
自
身
を
超
え
て
一
歩
も
前
進
し
得
ず
、
そ
の
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狭
い
範
囲
の
う
ち
に
現
れ
た
知
覚
以
外
の
何
等
か
の
種
類
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。＊
＊」
経
験
が
単
に
意

識
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
経
験
論
に
と
っ
て
は
バ
ー
ク
リ
の
「
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
」esse est percipi 

と
い
う
命
題
が
そ
の
帰
結
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。バ
ー
ク
リ
は
書
い
て
い
る
、「
家
、

山
、
河
、
要
す
る
に
す
べ
て
の
感
覚
的
な
物
が
、
悟
性
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
か
ら
区
別
さ
れ
る
自
然
的
或

い
は
現
実
的
存
在
を
有
す
る
と
い
う
の
は
、
実
際
、
人
々
の
間
に
奇
妙
に
も
広
く
行
わ
れ
て
い
る
意
見
で
あ
る
。

…
…
し
か
し
そ
れ
を
自
分
の
胸
の
う
ち
で
問
題
に
し
て
み
る
者
は
誰
で
も
、
私
が
間
違
っ
て
い
な
い
な
ら
、
そ
れ

が
明
白
な
矛
盾
を
含
む
こ
と
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
前
述
の
物
は
我
々
が
感
官
に
よ
っ
て
知
覚
す
る

物
以
外
の
何
物
で
あ
る
か
、
そ
し
て
我
々
は
我
々
自
身
の
観
念
或
い
は
感
覚
の
ほ
か
何
物
を
知
覚
す
る
の
で
あ
る

か
。
…
…
実
に
物
と
感
覚
と
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。＊
＊
＊」

か
よ
う
に
し
て
経
験
論
は
、
そ
の
元
来
の
動
機
に
お
い

て
は
実
証
的
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
筈
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
帰
結
に
お
い
て
は
主
観
主
義
と
観
念
論
に

陥
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
　H

um
e, An enquiry concerning hum

an understandng, C
hicago 1912, p. 162.

＊
＊
　do., A

 treatise on hum
an nature, edited by Selby-B

igge, p. 67.

＊
＊
＊
　B

erkeley,  A
 treatise concerning the principles of hum

an know
ledge, sections 4

―5. 

【part I, 5

】
注
目
す
べ
き
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験

こ
と
に
、最
後
の
句（In truth, the object and the sensation are the sam

e thing.

）は
第
二
版
で
は
撒
回
さ
れ
て
い
る
。

経
験
論
は
経
験
と
い
う
も
の
を
主
観
化
し
て
し
ま
っ
た
。
経
験
論
に
と
っ
て
経
験
は
主
観
性
の
全
く
染
み
込
ん

だ
心
的
状
態
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
経
験
の
か
く
の
如
き
主
観
化
は
、
経
験
論
の
哲
学
が
経
験
を
主
と
し
て
知
識
の

問
題
と
見
た
と
い
う
こ
と
に
関
聯
し
て
い
る
。
知
識
の
立
場
に
お
い
て
は
、
経
験
は
単
に
意
識
の
事
柄
で
あ
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
経
験
の
主
体
即
ち
知
る
も
の
は
心
或
い
は
意
識
、
い
わ
ゆ
る
主
観
で
あ
り
、

経
験
は
全
く
意
識
或
い
は
主
観
に
現
れ
る
も
の
と
考
え
得
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
ひ
と
た
び
行
為
の
立
場
に

立
つ
な
ら
ば
、
経
験
の
主
体
は
単
な
る
意
識
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
経
験
は
単
に
意
識
の
現
象
で
あ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
経
験
の
主
体
即
ち
行
為
す
る
も
の
は
自
体
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
経
験

は
意
識
の
現
象
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
客
観
的
世
界
に
お
け
る
出
来
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
経
験
は

つ
ね
に
知
識
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
経
験
す
る
と
は
一
定
の
仕
方
で
知
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
行
為
の
立
場

は
知
識
の
立
場
に
抽
象
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
む
し
ろ
知
識
の
問
題
を
も
行
為
の
立
場
に

お
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
に
経
験
の
概
念
の
本
来
の
意
味
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
験
論
の
哲
学
は
経
験
を

単
に
心
理
学
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
は
知
識
の
問
題
を
も
解
決
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
観
念

を
た
だ
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
も
の
と
見
る
こ
と
は
、
そ
れ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
認
識
価
値
を
奪
い
去
る
こ
と
で
あ
る
。
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か
よ
う
な
見
方
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
バ
ー
ク
リ
が
物
と
感
覚
と
を
同
一
と
し
た
彼
の
命
題
を
み
ず
か
ら
撤

回
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
示
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
素
樸
に
観
念
を
物
の
観
念
と
看
做
し
、
観
念

は
つ
ね
に
物
に
関
係
附
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
外
に
物
的
世
界
の
実
在
性
を
認
め
た
。

し
か
し
そ
れ
は
経
験
論
の
立
場
に
お
い
て
は
却
っ
て
不
徹
底
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
物
を
単
に

心
の
外
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
、
経
験
の
主
体
を
単
に
知
る
も
の
即
ち
い
わ
ゆ
る
認
識
主
観
と
看
做
す
立

場
に
と
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
知
識
の
立
場
に
お
い
て
は
、
主
体
は
意
識
で
あ
り
、
物
と
は
意
識
の
外
に
あ
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
意
識
の
外
に
存
在
を
認
め
る
か
否
か
が
唯

物
論
と
観
念
論
と
を
区
別
す
る
基
準
で
あ
る
と
主
張
す
る
唯
物
論
も
、
実
は
、
自
己
の
排
斥
す
る
観
念
論
と
同
様

な
お
知
識
の
立
場
に
止
ま
っ
て
真
に
行
為
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
行
為
の
立
場
に
お
い
て
は
、
主
体
は

身
体
を
具
え
た
も
の
で
あ
り
、
物
が
主
体
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
意
識
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
む
し
ろ
自
己
の
身
体
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
も
の
と
し
て
初
め
て
物
は

独
立
で
あ
る
と
い
い
得
る
。
主
体
は
ま
た
単
な
る
意
識
で
な
く
、
独
立
な
存
在
で
あ
る
。
行
為
の
主
体
で
あ
る
も

の
と
こ
の
主
体
に
関
係
附
け
ら
れ
る
も
の
と
は
共
に
一
つ
の
世
界
に
お
い
て
あ
り
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
そ
れ
ぞ

れ
独
立
な
存
在
で
あ
る
。
か
く
し
て
経
験
と
は
独
立
な
存
在
と
存
在
と
の
関
係
0

0

で
あ
る
。
独
立
な
も
の
と
独
立
な
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も
の
と
の
関
係
に
し
て
真
の
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
一
つ
の
世
界
に
お
い
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
係

す
る
こ
と
が
で
き
る
。＊

経
験
は
独
立
な
も
の
と
独
立
な
も
の
と
の
い
わ
ば
出
会
で
あ
る
。
経
験
論
に
お
い
て
経
験

が
単
に
受
動
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
は
知
識
の
立
場
に
止
ま
る
た
め
で
あ
る
。
経
験
は
動
的
な
行
為
的
な
関

係
と
し
て
出
来
事

0

0

0

の
意
味
を
有
し
、
こ
の
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
歴
史
的

0

0

0

で
あ
る
。
知
識
も
単
に
意
識
と
物
即

ち
い
わ
ゆ
る
主
観
と
客
観
と
の
関
係
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
存
在
と
存
在
と
の
或
る
特
定
の
関
係
と

し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
経
験
的
知
識
と
い
う
も
の
は
意
識
的
自
己
の
受
動
的
状
態
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

で
な
く
、
行
為
的
自
己
と
環
境
と
の
行
為
的
関
係
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
感
覚
の
重
要
性
も
行
為
的
自
己

の
立
場
に
お
い
て
初
め
て
十
分
に
理
解
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
感
覚
は
身
体
的
行
為
的
自
己
の
尖
端
と
し
て
経
験

の
尖
端
で
あ
る
。経
験
と
実
験
と
は
普
通
に
何
か
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、元
来 experience （
経
験
）

と
い
う
語
と experim

ent

（
実
験
）
と
い
う
語
と
は
同
じ
語
原
を
有
し
、
共
にexperiri

（to try

）
即
ち
試
行
す

る
と
い
う
意
味
の
語
か
ら
出
て
い
る
。
人
間
の
す
べ
て
の
行
為
は
本
質
的
に
技
術
的
で
あ
っ
て
、
経
験
は
す
で
に

或
る
実
験
で
あ
る
。
経
験
は
実
験
と
同
じ
く
操
作
的
に
試
み
る
こ
と
で
あ
り
、
試
み
て
は
誤
り
、
誤
っ
て
は
試
み
、

か
よ
う
に
し
て
行
為
的
に
得
ら
れ
る
知
識
が
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

＊
　
ブ
ー
バ
ー
（M

artin B
uber, Ich und D

u, 1922.

）
は
経
験
と
し
て
の
世
界 die W

elt als Erfahrung 

と
関
係
の
世
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界 die W
elt der B

eziehung 

と
を
区
別
し
、前
者
は
彼
の
い
わ
ゆ
る
根
本
語 G

rundw
ort 

の
我
―
物 lch-Es 

に
属
し
、

後
者
は
こ
れ
に
対
す
る
根
本
語
の
我
―
汝 Ich-D

u 

に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
経
験
も
す
で
に

独
立
な
も
の
と
独
立
な
も
の
と
の
関
係
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
現
実
的
生
は
出
会
で
あ
る
」A

lles w
irkliche Leben 

ist B
egegnung. 

と
い
う
こ
と
の
面
影
は
す
で
に
経
験
と
い
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
経
験
科

学
も
個
物
の
独
立
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
真
の
出
会
、
真
の
関
係
の
世

界
は
道
徳
的
乃
至
宗
教
的
立
場
に
至
っ
て
実
現
さ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
は
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
批
判
的
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
デ
ュ
ー
イ

は
経
験
論
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
先
ず
第
一
に
、
正
統
的
見
解
に
お
い
て
は
、
経
験
は
主
と
し

て
知
識
の
事
柄
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
旧
い
眼
鏡
を
通
し
て
見
な
い
眼
に
と
っ
て
は
、
経
験
は
明
ら
か
に

生
命
的
存
在
と
そ
の
自
然
的
並
び
に
社
会
的
環
境
と
の
交
渉
の
事
柄
と
し
て
現
れ
る
。
第
二
に
、伝
統
に
従
え
ば
、

経
験
は
（
少
な
く
と
も
主
と
し
て
）
全
く
「
主
観
性
」
に
感
染
さ
れ
た
心
的
な
物
で
あ
る
。
し
か
る
に
経
験
が
自

己
自
身
に
つ
い
て
示
す
も
の
は
、
人
間
の
能
動
と
受
動
の
う
ち
に
入
り
そ
し
て
彼
等
の
反
応
に
よ
っ
て
変
化
を
蒙

る
真
実
に
客
観
的
な
世
界
で
あ
る
。＊

我
々
が
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
か
く
の
如
き
デ
ュ
ー
イ
の
意
見
に
一
致
す
る
。

経
験
は
単
な
る
意
識
の
現
象
で
な
く
、
世
界
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
と
環
境
と
の
間
に
お
け
る
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経
験

行
為
的
交
渉
の
う
ち
に
成
立
す
る
。
経
験
を
一
般
に
か
く
の
如
く
見
た
上
で
、
そ
れ
と
構
想
力
と
の
関
係
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　cf. John D

ew
ey, The need for a recovery of philosophy, in “C

reative intelligence”, 1917. 

こ
の
論
文
に
お
い

て
デ
ュ
ー
イ
は
経
験
論
に
対
す
る
彼
の
批
判
的
見
解
を
五
つ
の
点
に
要
約
し
て
い
る
が
、
我
々
は
や
が
て
他
の
三

つ
の
点
に
も
触
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二

経
験
は
、
環
境
と
人
間
と
の
関
係
と
し
て
、
こ
れ
を
簡
単
に
定
式
化
す
れ
ば
、
心
理
学
者
の
い
う
刺
戟
と
反
応

と
の
関
係
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
客
体
と
主
体
と
の
関
係
で
あ
る
。
お
よ
そ
実
在
性
は
関
係
す
る

こ
と
の
う
ち
に
、「
間
に
お
け
る
活
動
」activity-betw

een 

の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。
行
動
と
い
う
一
つ
の
過

程
に
お
い
て
主
体
と
客
体
と
は
同
様
に
重
要
で
あ
っ
て
、
実
在
性
は
両
者
の
関
係
の
う
ち
に
、
こ
の
関
係
の
無
限

の
発
展
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。
刺
戟
と
反
応
と
の
関
係
は
機
械
的
で
な
く
、
動
的
発
展
的
で
あ
る
。
す
べ
て

の
行
動
は
環
境
に
お
け
る
行
動
で
あ
り
、
環
境
は
行
動
に
と
っ
て
構
成
的
要
素
で
あ
る
。
行
動
は
環
境
の
刺
戟
に
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対
す
る
反
応
で
あ
る
が
、
反
応
と
い
っ
て
も
決
し
て
単
に
受
動
的
な
も
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
反
応
は
も
と
循

環
反
応 circular response 

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
己
に
出
て
己
に
還
る
運
動
で
あ
る
。
ホ
ル
ト
（B

. E. 

H
olt

）【Edw
in B

issell H
olt

？
】
に
依
る
と
、
筋
肉
の
収
縮
は
た
だ
或
る
意
味
に
お
い
て
の
み
刺
戟
に
よ
っ
て
惹
き

起
さ
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
、
ま
さ
に
そ
の
筋
肉
活
動
そ
の
も
の
が
一
部
分
そ
の
筋
肉
活
動
を
惹
き
起
す
刺
戟
を
作
り
出

す
の
で
あ
る
。
即
ち
筋
肉
が
収
縮
す
る
と
き
、
そ
の
筋
肉
に
お
け
る
感
官
が
刺
戟
さ
れ
、
そ
の
結
果
そ
こ
に
は
殆

ど
同
時
的
に
筋
肉
か
ら
中
枢
に
還
り
通
ず
る
神
経
衝
動
が
あ
り
、か
く
し
て
循
環
反
射
が
成
立
す
る
。
ボ
ッ
ク（S. 

T. B
ok

【Siegfried Thom
as B

ok, 1892-1964

】）
に
依
る
と
、「
反
射
弧
は
個
体
そ
の
も
の
の
機
能
の
結
果
と
し
て
受

取
ら
れ
た
刺
戟
の
通
路
で
あ
る
。」
視
覚
的
刺
戟
に
対
し
て
動
物
は
こ
の
視
覚
的
刺
戟
を
変
化
す
る
運
動
を
も
っ

て
反
応
す
る
。「
反
射
・
反
応
は
反
射
・
刺
戟
の
知
覚
を
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。＊

」
反
応
は
刺
戟
に
よ
っ
て

起
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
反
応
に
よ
っ
て
同
時
に
刺
戟
は
変
化
さ
れ
、
か
く
変
化
し
た
刺
戟
に
対
し
て
反
応
す
る

た
め
に
反
応
も
同
時
に
変
化
す
る
。
個
体
の
活
動
は
た
だ
或
る
意
味
に
お
い
て
の
み
環
境
の
刺
戟
に
よ
っ
て
惹
き

起
さ
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
そ
の
活
動
そ
の
も
の
が
個
体
の
活
動
を
惹
き
起
す
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
を
助

け
る
の
で
あ
る
か
ら
。
か
よ
う
に
し
て
客
観
的
状
況
と
い
う
も
の
も
実
は
単
に
客
観
的
で
な
く
同
時
に
主
観
的
で

あ
る
。
そ
れ
は
環
境
と
主
体
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
か
く
の
如
く
発
展
し
て
ゆ
く
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経
験

状
況
と
し
て
全
体
的
状
況
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
行
動
も
ま
た
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
同
時
に
客
観
的

な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
環
境
の
函
数
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
行
動
は
単
に
受
動
的
な
反
応
で
な
く
同
時
に
能
動
的

な
活
動
で
あ
る
。
生
命
体
は
単
な
る
環
境
に
対
し
て
反
応
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
環
境
プ
ラ
ス
生
命
体
に
対
し

て
反
応
す
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
反
応
は
循
環
反
応
で
あ
る
。
実
在
性
は
単
な
る
主
観
性
に
あ
る
の
で
な
く
、

ま
た
単
な
る
客
観
性
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
主
観
的
・
客
観
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
経
験
の
実
在
性
も
そ
こ
に
考

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　M

. P. Follett, C
reative experience. 1924, pp. 58, 59. 

に
拠
る
。

右
の
如
く
行
為
と
環
境
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
環
境
が
行
為
を
作
り
、
行
為
が
環
境
を
作
り
、
両
者
は

一
つ
に
結
び
附
い
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
我
々
の
行
為
は
成
全
的
行
動 integrative behavior 

と
い
わ
れ
る
。

成
全
と
は
二
つ
の
活
動
即
ち
主
体
の
活
動
と
環
境
の
活
動
が
関
係
す
る
こ
と
の
間
に
お
け
る
結
合
で
あ
り
、
こ
の

結
合
は
機
械
的
で
な
く
創
造
的
綜
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
さ
い
価
値
が
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
行
動
は
単
に
主
体

的
な
も
の
で
な
く
、
全
体
的
行
動
と
し
て
か
か
る
成
全
的
行
動
で
あ
る
。
成
全
作
用 integration 

は
創
造
的
原
理

で
あ
る
。
環
境
と
行
動
と
は
相
互
に
影
響
し
合
う
が
、
こ
の
関
係
は
単
な
る
相
互
作
用
に
止
ま
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
循
環
反
応
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
行
動
は
一
つ
の
全
体
的
行
動
と
し
て
、
二
つ
の
活
動
を
自
己
に
お
い
て
一
つ
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の
全
体
に
綜
合
す
る
の
で
あ
る
。
ボ
ッ
ク
の
い
う
如
く
、
反
射
弧
は
個
体
の
活
動
の
結
果
と
し
て
受
取
ら
れ
た
刺

戟
の
通
路
で
あ
る
。
環
境
が
人
間
に
作
用
す
る
の
は
、
人
間
が
環
境
に
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
地
理
的

決
定
論
も
し
く
は
風
土
史
観
の
限
界
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
行
為
は
循
環
反
応
と
し
て
自
己
創
造
的
な
斉
合

性
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
全
体
的
行
動
、
成
全
的
行
動
と
し
て
形
を
具
え
た
も
の
に
な
る
。
我
々
の
行

為
は
す
べ
て
形
を
有
し
て
い
る
。
形
は
全
体
性
を
意
味
し
て
い
る
。
行
為
が
形
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
ず

第
一
に
、
行
為
が
主
体
と
環
境
と
の
間
に
お
け
る
活
動
で
あ
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
も
し
行
為
が
単
に

主
観
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
為
の
形
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
形
は
主
観
的
と
客
観
的
と
の
統
一

で
あ
る
。
し
か
し
第
二
に
、
行
為
が
形
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
と
環
境
と
の
活
動
の
間
に
お
け
る
結
合

が
主
体
の
側
に
お
い
て
、
ま
さ
に
行
為
そ
の
も
の
に
お
い
て
成
全
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
行
為
は
循

環
反
応
の
意
味
に
お
い
て
か
か
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
行
為
の
自
律
性
と
い
う
こ
と
も
そ
こ
に
考
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
行
為
の
形
は
そ
の
自
律
性
の
表
現
で
あ
り
、
も
し
行
為
が
自
律
的
で
な
い
な
ら
ば
、
行
為
は
形
を
有

す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
行
為
の
自
律
性
を
主
観
主
義
の
哲
学
に
お
い
て
の
如
く
環
境
か
ら
離
れ
て
単
に
主
体
か
ら

考
え
る
こ
と
は
抽
象
的
で
あ
り
、
無
意
味
で
あ
る
。
行
為
の
自
律
性
は
、
行
為
が
循
環
反
応
と
し
て
有
す
る
自
己

創
造
的
な
斉
合
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
自
律
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
は
形
を
有
す
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経
験

る
の
で
あ
る
。
行
為
の
形
は
行
為
が
成
全
的
行
動
と
し
て
有
す
る
成
全
的
統
一
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
つ

ね
に
環
境
と
の
関
係
を
含
み
、
従
っ
て
行
為
の
形
は
機
能
的
全
体
を
現
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
既
に
述
べ
た
如
く

経
験
は
行
為
的
な
も
の
で
あ
り
、
経
験
は
か
く
の
如
く
行
為
の
形
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
行
為
の
形
は
先
ず
何
よ

り
も
経
験
的
に
作
ら
れ
て
ゆ
く
。
環
境
の
変
化
す
る
に
従
っ
て
、
一
歩
一
歩
成
全
作
用
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
い
わ

ゆ
る
行
動
の
型 behavior pattern 

が
形
成
さ
れ
る
。
経
験
と
は
先
ず
何
よ
り
も
行
動
の
型
を
作
る
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
経
験
と
形
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
こ
か
ら
経
験
と
構
想
力
と
の
関
係
を
考

え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
の
論
理
は
形
の
論
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
経
験
と
形
と
の
関

係
を
更
に
立
入
っ
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

主
体
と
環
境
と
の
関
係
は
適
応
と
い
わ
れ
、
す
べ
て
生
命
あ
る
も
の
は
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き

る
。
我
々
の
行
為
は
適
応
の
行
動
で
あ
る
。
こ
の
適
応
は
、
本
能
的
或
い
は
反
射
的
で
な
い
場
合
、
い
わ
ゆ
る
試

行
錯
誤 trial and error 

の
過
程
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
か
よ
う
な
試
行
錯
誤
の
過
程
が
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
経
験
は
本
来
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
適
応
と
い
っ
て
も
決
し
て
単
に
静
的
な
関
係
で
は
な
い
。
し
か
し

他
方
そ
れ
が
単
に
動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
静
的
な
と
こ
ろ
が
な
い
な
ら
ば
、
行
為
が
形
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は

な
く
、
生
物
が
形
を
具
え
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
物
の
形
も
適
応
の
形
と
し
て
行
動
的
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に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
単
に
実
体
的
な
も
の
で
な
く
機
能
的
な
も
の
で
あ
る
。＊

形
は
適
応
が
均

衡
或
い
は
い
わ
ゆ
る com

placency

（
調
和
）と
し
て
静
的
な
と
こ
ろ
を
有
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
。ロ
ー
プ【R

obert 

B
ruce R

aup, 1888-1976

】
は com

placency 

を
人
間
行
動
の
基
礎
と
見
、
そ
れ
は
根
本
に
お
い
て
物
理
現
象
に
お
け

る
均
衡
の
傾
向
と
同
一
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る＊
＊。

適
応
が
均
衡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
行
為
が
単
に
能

動
的
な
も
の
で
な
く
、
能
動
的
に
し
て
同
時
に
受
動
的
で
あ
り
、
受
動
的
に
し
て
同
時
に
能
動
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
現
し
、
言
い
換
え
る
と
、
我
々
の
行
為
が
単
に
主
体
か
ら
で
な
く
、
主
体
か
ら
と
同
時
に
環
境
か
ら
考
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
行
為
の
形
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
均
衡
と
い
っ
て
も
単
に
静
的
で
な
く
、
動
的
に
し
て
静
的
、
静
的
に
し
て
動
的
で
あ
り
、
形
は
動
即
静
、
静
即

動
を
現
し
て
い
る
。
適
応
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
機
械
的
な
関
係
を
考
え
る
誤
解
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
わ
ゆ

る
行
動
主
義
の
心
理
学
の
考
え
方
は
な
お
機
械
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
環
境
を
単
に
客
観
的
固
定
的
に
考
え
、
行
動

を
か
か
る
環
境
に
対
す
る
適
応
と
見
、
私
の
反
応
が
環
境
を
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
或
い
は
む
し
ろ
環
境
プ
ラ

ス
私
の
反
応
が
環
境
を
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
か
く
し
て
適
応
は
単
な
る
環
境
に
対
す
る
適
応
で
な
く
、
む
し

ろ
環
境
プ
ラ
ス
生
命
体
に
対
す
る
適
応
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
看
過
し
て
い
る
。「
反
射
・
圏
に
従
え
ば
、
反
射
・

反
応
は
刺
戟
の
知
覚
を
現
実
化
し
且
つ
変
化
す
る
機
能
で
あ
る
」、
と
ボ
ッ
ク
は
い
う
。
刺
戟
の
知
覚
は
反
応
そ
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経
験

の
も
の
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
で
あ
り
、
反
応
は
か
か
る
刺
戟
の
知
覚
に
対
す
る
反
応
で
あ
る
。
行
為
の
形
は
全

体
的
環
境
に
相
応
し
、
全
体
的
行
動
の
形
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
形
は
意
味
を
現
し
て
い
る
。
意
味
と
は

全
体
と
部
分
と
の
内
面
的
機
能
的
な
関
係
で
あ
る
。
全
体
的
環
境
と
し
て
見
れ
ば
行
動
は
そ
の
構
成
的
部
分
で
あ

り
、
全
体
的
行
動
と
し
て
見
れ
ば
環
境
は
そ
の
構
成
的
部
分
で
あ
る
。
適
応
は
機
械
的
な
均
衡
で
は
な
い
、
ロ
ー

プ
の
い
う com

placency 
も
行
動
の
成
全
性
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
個
体
と
環
境
と
は
相
互
に
他
を
新

た
に
作
り
、
両
者
の
関
係
も
新
た
に
作
ら
れ
、
行
動
の
成
全
作
用
は
創
造
的
で
あ
る
。
我
々
は
経
験
に
よ
っ
て
環

境
に
適
応
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
経
験
は
創
造
的
で
あ
る
、
そ
れ
は
フ
ォ
レ
ッ
ト
の
い
う
如
く
元
来
創
造
的

経
験
で
あ
る
。
主
体
の
環
境
に
対
す
る
適
応
は
適
応
と
い
う
よ
り
も
発
明
で
あ
る
。
行
為
の
形
は
か
か
る
発
明
に

属
し
て
い
る
。
行
為
の
論
理
は
構
想
力
の
論
理
で
あ
る
と
私
が
い
う
の
は
、
構
想
力
に
よ
っ
て
予
め
行
為
の
形
を

思
い
浮
べ
、
こ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
い
う
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
そ
の
も
の
が
構
想
力

の
論
理
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
行
為
の
形
は
行
為
そ
の
も
の
の
中
か
ら
作
ら
れ
て
く
る
、
経
験
が
ま

さ
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
経
験
は
検
証
的
過
程
で
あ
る
よ
り
も
創
造
で
あ
り
、
発
明
で
あ
る
。
我
々
は
予

め
存
在
す
る
思
想
に
よ
っ
て
行
動
を
テ
ス
ト
す
る
の
で
は
な
い
。
行
動
は
自
己
の
う
ち
に
自
己
自
身
の
テ
ス
ト
を

含
む
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
行
動
が
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
経
験
が
か
よ
う
に
創
造
的
で
あ
る
と
い
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う
こ
と
は
構
想
力
の
問
題
と
具
体
的
に
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　
拙
著
『
哲
学
入
門
』
一
〇
八
頁
以
下
〔
全
集
第
七
巻
一
〇
九
頁
以
下
〕【
第
一
章
第
四
節
「
物
　
関
係
　
形
」】
参
照
。

私
は
形
の
概
念
を
古
代
的
な
実
体
概
念
と
近
代
的
な
関
係
概
念
（
函
数
概
念
）
と
の
綜
合
と
し
て
考
え
る
。

＊
＊
　R

. B
. R

aup, C
om

placency, 1925.

普
通
に
経
験
は
過
去
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
経
験
論
の
哲
学
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
デ
ュ
ー
イ
は
経
験
論
に
対
す
る
彼
の
批
評
の
第
三
の
点
と
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
単
な
る
現
在

を
超
え
る
何
物
か
が
伝
統
的
理
論
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
限
り
、
専
ら
過
去
が
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
既
に

行
わ
れ
た
こ
と
の
登
録
、
先
例
の
参
照
が
経
験
の
本
質
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
経
験
論
は
「
与
え
ら
れ
」
た
も

の
或
い
は
「
与
え
ら
れ
」
て
い
る
も
の
に
縛
り
附
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
経
験
は
そ
の
生
命

的
な
形
式
に
お
い
て
実
験
的
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
た
も
の
を
変
化
す
る
努
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
投
射
に
よ
っ
て
、

未
知
の
も
の
の
中
へ
の
前
進
的
到
達
に
よ
っ
て
性
格
附
け
ら
れ
る
。未
来
と
の
結
合
が
そ
の
顕
著
な
特
質
で
あ
る
。

確
か
に
、
経
験
を
単
に
過
去
と
の
結
合
と
見
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
を
ま
た
単
に
未
来

と
の
結
合
と
考
え
る
こ
と
も
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
経
験
は
過
去
と
の
結
合
を
含
み
、
そ

の
た
め
に
経
験
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
経
験
は
我
々
の
積
ん
で
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
積
ま
れ
た
も
の
が
経
験
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経
験

で
あ
る
。
経
験
を
積
む
と
い
う
の
は
試
行
錯
誤
の
過
程
を
重
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
経
験
を
積
む
こ
と
か
ら
習
慣
が

生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
経
験
は
ギ
ヨ
ー
ム
の
い
う
試
行
錯
誤
に
よ
る
適
応 l’adaptation par 《essais et erreurs

》
で

あ
り
、
こ
の
も
の
は
習
慣
の
一
つ
の
主
要
な
形
式
で
あ
る
。＊

習
慣
は
均
衡
の
形
式
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
プ
に
依
る

と com
placency 

を
現
し
て
い
る
。
経
験
か
ら
形
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
経
験
か
ら
習
慣
が
生
ず
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
行
為
は
習
慣
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
の
形
が
作
ら
れ
る
。
経
験
が
習
慣
的
に
な
る

こ
と
は
記
憶
の
形
式
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
記
憶
は
構
想
力
に
属
し
て
い
る
。
経
験
論
は
ヒ
ュ
ー
ム
の

哲
学
に
お
い
て
見
ら
れ
る
如
く
習
慣
と
い
う
も
の
に
重
要
な
意
味
を
認
め
た
。
尤
も
、
そ
の
習
慣
論
は
観
念
聯
合

の
機
械
的
な
説
明
に
拠
っ
て
い
る
。
習
慣
は
知
覚
と
行
動
と
の
間
に
立
て
ら
れ
る
連
繋
或
い
は
聯
合
で
あ
り
、
そ

れ
は
反
覆
に
よ
っ
て
作
ら
れ
ま
た
強
め
ら
れ
る
、
し
か
し
連
繋
の
項
、
知
覚
と
行
動
と
は
そ
れ
自
身
不
変
で
あ

る
、
経
験
論
に
お
け
る
観
念
聯
合
説
は
心
的
事
実
の
う
ち
に
不
変
の
「
要
素
」
を
見
、
こ
の
要
素
が
機
械
的
な
仕

方
で
た
だ
次
第
に
複
合
さ
れ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
際
一
つ
の
重
要
な
事
実
が
見
逃
さ
れ
た
、
即
ち
習
慣
に

お
い
て
知
覚
と
行
為
と
は
変
化
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
親
し
い
環
境
に
お
い
て
は
物
は
こ
の
環
境
に
我
々

が
初
め
て
接
し
た
場
合
に
お
け
る
と
は
全
く
違
っ
て
知
覚
さ
れ
る
。
行
動
の
実
行
に
必
要
な
知
覚
は
練
習
の
最
初

と
最
後
と
に
お
い
て
甚
だ
異
な
っ
て
い
る
。
即
ち
ギ
ヨ
ー
ム
の
い
う
如
く
習
慣
に
お
い
て
知
覚
の
変
化 les trans-
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ations de la perception 

が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
普
通
に
は
、
習
慣
に
よ
っ
て
物
が
「
無
意
識
的
」
に
な
る

と
い
わ
れ
、
こ
の
漠
然
と
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
変
化
の
正
確
な
分
析
を
怠
っ
て
い
る
。
習
慣
に
よ
っ
て
単
に

物
が
無
意
識
的
に
な
る
の
で
は
な
く
、
厳
密
に
い
う
と
知
覚
の
変
化
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
行
動
は
習
慣
に
よ
っ

て
変
化
す
る
と
誰
も
い
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
習
慣
に
お
け
る
知
覚
の
変
化
と
い
う
重
要
な
事
実
が
注
目
さ
れ
な

い
の
は
、
知
覚
の
習
慣
と
行
動
の
習
慣
と
を
分
離
し
て
考
え
、
か
く
し
て
状
況
を
全
体
的
状
況
と
し
て
、
行
動
を

全
体
的
行
動
と
し
て
理
解
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
ボ
ッ
ク
は
、
反
射
・
反
応
は
刺
戟
の
知
覚
を

現
実
化
し
且
つ
変
化
す
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
条
件
反
射
的
習
慣
の
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
習
慣
は
知
覚
を
変
化

す
る
。
経
験
は
習
慣
の
、
従
っ
て
記
憶
の
形
式
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
く
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
消
え
失
せ
る

の
で
な
く
、
却
っ
て
過
去
は
現
在
に
働
き
、
過
去
の
記
憶
は
現
在
の
知
覚
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

の
い
う
如
く
、
感
覚
は
記
憶
と
結
び
附
い
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
構
想
力
は
知
覚
の
う
ち
に
働
い
て
こ
れ
に

形
を
与
え
る
。
い
わ
ゆ
る
循
環
反
応
は
記
憶
的
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
知
覚
も
構
想
力
の
形
式
に
入

っ
て
い
る
。
ギ
ヨ
ー
ム
は
生
命
的
存
在
と
そ
の
環
境
と
の
関
係
に
お
い
て
、
有
機
的
適
応
と
真
の
習
慣
と
を
区
別

し
、
有
機
的
適
応
は
物
の
直
接
の
生
物
学
的
価
値
に
対
す
る
反
応
で
あ
る
に
反
し
て
、
真
の
習
慣
は
物
の
関
係
か

ら
、
個
人
の
知
覚
の
場
に
お
け
る
そ
の
秩
序
か
ら
結
果
す
る
物
の
「
意
味
」signification 

の
価
値
に
対
す
る
反
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応
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
か
か
る
意
味
は
記
憶
が
知
覚
の
う
ち
に
働
く
と
こ
ろ
に
生
ず
る
の
で
あ
り
、
知
覚

と
記
憶
と
の
結
合
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
デ
ュ
ー
イ
の
い
う
如
く
、
経
験
は
単
に
過
去
と
の
結
合
で

な
く
、む
し
ろ
未
来
と
の
結
合
で
あ
る
。経
験
は
行
為
的
な
も
の
で
あ
り
、す
べ
て
の
行
為
は
未
来
に
向
っ
て
い
る
。

従
っ
て
回
想
よ
り
も
予
料
が
、
過
去
の
召
喚
よ
り
も
未
来
へ
の
投
射
が
経
験
に
お
い
て
一
層
重
要
で
あ
る
。
経
験

は
経
験
の
予
料
を
含
ん
で
い
る
。
未
来
の
構
想
的
予
測 im

aginative forecast of the future 

を
含
む
こ
と
に
よ

っ
て
経
験
は
現
在
に
お
け
る
指
導
に
役
立
つ
と
デ
ュ
ー
イ
は
い
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
未
来
の
構
想
的
予
測
を
含

む
の
で
な
け
れ
ば
経
験
は
創
造
的
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
デ
ュ
ー
イ
も
認
め
て
い
る
如
く
、
過
去

の
構
想
的
回
復 im

aginative recovery of the bygone 

は
未
来
へ
の
成
功
的
な
侵
入
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
が
で
き

ぬ
。
伝
統
を
離
れ
て
創
造
は
な
く
、
創
造
な
し
に
は
伝
統
も
伝
統
と
し
て
生
き
得
な
い
。
記
憶 m

em
ory 

と
想
像 

fancy 

と
は
古
く
か
ら
構
想
力
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
構
想
力
の
作
用
と
し
て
結
び

附
き
経
験
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
過
去
の
構
想
的
回
復
の
う
ち
に
未
来
の
構
想
的
予
料
が
働
き
、
未
来
の
構
想

的
予
料
の
う
ち
に
過
去
の
構
想
的
回
復
が
働
い
て
い
る
。
構
想
力
に
よ
っ
て
生
素
な
経
験
主
義
を
超
え
る
と
こ
ろ

に
却
っ
て
経
験
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。
全
体
的
行
動
と
い
う
も
の
は
過
去
と
未
来
へ
の
結
合
を
含
み
、
全
体

的
状
況
と
い
う
も
の
も
か
か
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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＊
　P. G

uillaum
e, La form

ation des habitudes,1936. 

ギ
ヨ
ー
ム
は
習
慣
の
主
要
な
形
式
と
し
て
条
件
反
射
と
試
行

錯
誤
に
依
る
適
応
と
を
挙
げ
て
い
る
。
前
者
も
広
い
意
味
で
は
経
験
と
い
い
得
る
が
、
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て

経
験
と
い
わ
れ
る
の
は
後
者
で
あ
る
。

構
想
力
の
本
質
は
綜
合
し
統
一
す
る
こ
と
、
か
く
し
て
形
を
作
る
こ
と
に
あ
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
ュ
が
巧
に

表
し
た
如
く im

agination 

は esem
plastic pow

er 

で
あ
る
、
そ
れ
は esem

plastic 

（evd into, to 

＋ e{n  one 

＋ 
plastikovV  m

olded, form
ed

）
即
ち
一
つ
に
形
作
る
、
形
の
統
一
に
も
た
ら
す
力
で
あ
る
。＊

経
験
に
お
い
て
行

為
の
形
が
作
ら
れ
る
。
し
か
し
経
験
は
ま
た
特
に
知
識
を
意
味
し
て
い
る
。
経
験
と
い
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
行

為
と
知
識
と
は
結
び
附
い
て
い
る
。
こ
の
結
合
は
後
に
至
っ
て
論
ず
る
如
く
技
術
の
概
念
を
通
じ
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
経
験
は
試
行
錯
誤
と
し
て
実
験
的
で
あ
り
、
技
術
的
で
あ
る
。
経
験
的
知
識
と
い
う
も
の
は
本
来

実
験
的
な
、
技
術
的
な
知
識
で
あ
る
。
知
識
に
お
い
て
も
形
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
最
も
根
本
的
な
形
は
範
疇
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
範
疇
は
単
に
知
識
の
形
式
も
し
く
は
思
惟
の
形
式
で
な
く
、
ま
た
実
在
の
形
式
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
経
験
と
い
う
も
の
も
単
に
知
識
を
意
味
す
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
実
在
を
意
味
し
て
い
る
。
経
験
の

形
式
は
知
識
の
形
式
で
あ
る
と
共
に
実
在
の
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
経
験
の
概
念
は

形
の
概
念
と
結
び
附
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
構
想
力
と
結
び
附
い
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
経
験
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経
験

の
形
式
は
悟
性
の
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
経
験
は
単
に
反
射
的
或
い
は
本
能
的
な
も
の
で
な

い
と
す
れ
ば
、
悟
性
に
関
係
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
悟
性
と
構
想
力
と

の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
し
か
し
彼
等
（
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
及
び
そ
の
後
継
者
た
ち
）
の
す

べ
て
の
著
作
が
そ
こ
か
ら
発
す
る
深
い
確
信
、
即
ち
悟
性
は
構
想
力
と
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
は
、
真

理
そ
の
も
の
を
現
し
て
い
る
。」
と
ス
ペ
エ
ル
は
書
い
て
い
る＊
＊。
そ
こ
で
我
々
は
こ
の
問
題
を
先
ず
経
験
論
の
哲

学
の
う
ち
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

＊
　cf. S. T. C

oleridge, Biographia literaria. 

コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
ュ
の im

agination 

と fancy 

と
の
区
別
は
有
名
で
あ

る
。
私
は
そ
の
用
語
法
に
拘
わ
る
こ
と
な
く m

em
ory

（
記
憶
）
と fancy

（
想
像
）
と
を im

agination

（
構
想
力
）

の
二
つ
の
方
向
に
お
け
る
作
用
と
し
て
規
定
し
た
。

＊
＊
　A

lbert Spaier, La pensée concrète, 1927, p. 208.

【Spaier, 1883-1934

】

三

経
験
論
者
は
思
惟
の
具
体
的
性
格
に
つ
い
て
深
い
そ
し
て
確
か
な
感
情
を
有
し
た
。
彼
等
は
悟
性
は
感
覚
な
し
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に
は
何
物
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
経
験
論
の
永
続
的
な
価
値
と
し
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
を
初
め
経
験
論
者
は
ア
ト
ミ
ズ
ム
（
原
子
論
）
に
立
っ
て
い
る
。
彼
等
は
感
覚
や
観
念

を
ア
ト
ム
の
如
く
独
立
な
要
素
と
看
做
し
た
。
古
典
的
な
経
験
論
の
新
た
な
発
展
と
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が

超
克
し
よ
う
と
す
る
の
は
こ
の
ア
ト
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
依
る
と
、
経
験
論
が
「
根
本
的
」
で
あ
ろ

う
と
す
る
限
り
、経
験
の
諸
部
分
を
結
合
す
る
関
係
そ
の
も
の
も
経
験
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
の
い
わ
ゆ
る
根
本
的
経
験
論
に
と
っ
て
、
経
験
を
結
合
す
る
関
係
は
そ
れ
自
身
経
験
さ
れ
た
関
係
で
あ
り
、
経

験
さ
れ
た
如
何
な
る
種
類
の
関
係
も
体
系
に
お
け
る
如
何
な
る
も
の
と
も
同
様
「
実
在
的
」
で
あ
る
と
い
う
の
が

基
礎
的
な
主
張
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
経
験
論
に
対
す
る
彼
の
批
評
の
第
四
の
点
と
し
て
、
次
の
如
く
述
べ
て
い

る
。
経
験
論
的
伝
統
は
排
他
主
義 particularism

（atom
ism

 

と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
）
に
陥
っ
て
い
る
。
結

合
と
連
続
と
は
経
験
に
縁
の
な
い
も
の
、
そ
の
妥
当
性
の
疑
わ
し
い
副
生
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
環

境
に
対
す
る
受
動
で
あ
る
と
共
に
そ
の
新
し
い
方
向
に
お
け
る
支
配
へ
の
努
力
で
あ
る
現
実
の
経
験
は
結
合
を
含

蓄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
経
験
は
ア
ト
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
な
く
、
関
係
或
い
は
結
合
そ
の
も
の

も
経
験
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
的
ア
ト
ミ
ズ
ム
は
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
他
方
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
彼
の
根
本
的
経
験
論
は
「
ヒ
ュ
ー
ム
及
び
彼
の
後
裔
の
そ
れ
と
同
様
、
本
質
的
に
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経
験

モ
ザ
イ
ク
的
哲
学
、
多
元
的
事
実
の
哲
学
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
経
験
の
有
す
る
或
る
多
元
性
は
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。＊

た
だ
彼
に
お
い
て
は
か
か
る
多
を
結
合
す
る
関
係
そ
の
も
の
も
経
験
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
事
実
の
間
の
関
係
を
立
て
る
の
は
何
よ
り
も
推
理
で
あ
る
。
従
っ
て
推
理
も
ま
た

経
験
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
デ
ュ
ー
イ
は
経
験
論
に
対
す
る
彼
の
批

評
の
第
五
の
点
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
伝
統
的
見
解
に
お
い
て
は
、
推
理
は
、
そ
れ
が
過
去
に
与

え
ら
れ
た
も
の
の
再
生
以
外
の
こ
と
を
意
味
す
る
限
り
、
経
験
を
超
え
る
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
不
確
実
な
も
の

と
看
做
さ
れ
た
。
し
か
し
経
験
そ
の
も
の
は
推
理
に
満
ち
て
い
る
。
推
理
を
含
ま
な
い
よ
う
な
如
何
な
る
意
識
的

な
経
験
も
存
在
し
な
い
。
か
く
彼
の
い
う
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
論
理
は
経
験
の
外
の
も
の
で
な
く
、
経
験
の
中

に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う＊
＊。

＊
　W

illiam
 Jam

es, Essays in radical em
piricism

, 1912, p. 42.

＊
＊
　
デ
ィ
ル
タ
イ
の
如
き
も
、
論
理
は
経
験
を
超
え
た
も
の
で
な
く
経
験
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
見

る
立
場
か
ら
「
分
析
的
論
理
」analytische Logik 
と
い
う
も
の
を
企
て
よ
う
と
し
た
。V

gl. W
ilhelm

 D
ilthey, 

Erfahren und D
enken

（G
esam

m
elte Schriften, V. B

and
）.
【
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集 

第
３
巻
「
経
験
と
思
考
」】

経
験
論
に
従
え
ば
、
経
験
に
与
え
ら
れ
る
の
は
個
々
の
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
。「
自
然
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
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物
は
個
別
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
哲
学
に
お
い
て
一
般
に
容
認
さ
れ
た
原
理
で
あ
る
」（Treatise, p. 19.

）
と

ヒ
ュ
ー
ム
は
記
し
て
い
る
。
従
っ
て
経
験
論
に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
重
要
な
問
題
は
、
第
一
に
、
如
何
に
し
て
一

般
観
念
は
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
如
何
に
し
て
個
々
の
感
覚
や
観
念
は
一
つ
の
関
係
に
結
合
さ
れ

る
か
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
前
者
は
抽
象
観
念
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
実
体
と
か
因
果
と
か
い
う
範
疇
の
問

題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
こ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
の
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

先
ず
抽
象
観
念
の
問
題
は
如
何
に
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
バ
ー
ク
リ
は
、
す
べ
て
の
一
般
観
念
は
、
一
定

の
名
辞
に
結
び
附
け
ら
れ
た
、
特
殊
的
な
観
念
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
名
辞
が
そ
の
観
念
に
一
層
広
い
意
味
を
与
え
、

そ
れ
に
類
似
す
る
他
の
個
物
を
必
要
に
応
じ
て
喚
び
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
こ
の
説
を
ヒ
ュ
ー
ム

は
極
め
て
貴
重
な
発
見
と
認
め
、
彼
自
身
の
仕
方
で
発
展
さ
せ
た
。
抽
象
観
念
は
、
分
量
や
性
質
の
す
べ
て
の
可

能
な
特
殊
の
度
合
を
代
表
す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
如
何
な
る
特
殊
の
度
合
を
も
代
表
し
な
い
か
、
の
い
ず
れ
か

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
後
の
見
解
を
否
定
し
た
。
何
等
か
の
分
量
ま
た
は
性
質

を
そ
の
度
合
の
精
密
な
概
念
を
作
ら
な
い
で
考
え
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
或
る
線
の
精
密
な
長
さ
は
そ

の
線
そ
の
も
の
と
異
な
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
区
別
し
得
な
い
。
ま
た
或
る
性
質
の
精
密
な
度
合
は
そ
の
性
質
そ
の
も

の
と
異
な
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
区
別
し
得
な
い
。
し
か
し
前
の
説
即
ち
抽
象
観
念
は
分
量
や
性
質
の
す
べ
て
の
可
能
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経
験

な
特
殊
の
度
合
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
精
神
の
能
力
が
無
限
で
あ
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
り
、
し
か
る

に
人
間
精
神
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
背
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
の
意
図
は
、
こ
の
背
理
と
考
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
を
変
じ
、
精
神
の
能
力
は
無
限
で
な
く
と
も
、
我
々
は
分
量
や
性
質
の
す
べ
て
の
可
能
な
度
合
の
概

念
を
、
た
と
い
不
完
全
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
反
省
や
談
話
の
あ
ら
ゆ
る
目
的
に
適
う
よ
う
な
仕
方
で
、
即
座
に

作
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
に
あ
っ
た
。
彼
の
説
は
次
の
五
つ
の
点
に
要
約
さ
れ
る
。
一
。
類
似
の
知
覚
の
反

覆
さ
れ
た
経
験
は
構
想
力
の
う
ち
に
習
慣
を
作
り
、
こ
の
習
慣
に
よ
っ
て
、
類
似
の
知
覚
の
生
起
は
そ
れ
ら
の
過

去
の
複
合
観
念
を
喚
び
起
す
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
二
。
諸
知
覚
が
一
定
の
点
に
お
い
て
類
似
す
る
の
を
見
出
す

と
き
、
他
の
点
に
お
け
る
明
白
な
差
異
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
は
そ
れ
ら
に
同
一
の
名
称
を
適
用
す
る
。
三
。
一
定

の
点
に
お
い
て
性
質
的
に
類
似
す
る
知
覚
に
対
し
て
同
一
の
名
称
を
反
覆
し
て
使
用
す
る
結
果
と
し
て
、
他
の
聯

合
、
即
ち
今
度
は
か
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
抽
象
的
な
名
辞
と
、
か
よ
う
に
命
名
さ
れ
た
知
覚
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
こ

に
聯
合
さ
れ
た
構
想
力
に
お
け
る
習
慣
と
の
間
に
、聯
合
が
生
ず
る
。
四
。
こ
の
種
の
習
慣
が
得
ら
れ
た
後
に
は
、

そ
の
名
称
を
聞
く
こ
と
は
こ
れ
ら
の
対
象
の
う
ち
の
一
つ
の
観
念
を
甦
ら
せ
、
構
想
力
を
し
て
そ
れ
を
そ
の
す
べ

て
の
特
殊
の
事
情
や
割
合
と
一
緒
に
考
え
さ
せ
る
。
か
よ
う
に
し
て
こ
の
第
二
の
聯
合
或
い
は
習
慣
の
結
果
と
し

て
、
そ
の
名
称
を
聞
く
だ
け
で
第
一
の
習
慣
を
使し
そ
う嗾

し
て
現
在
の
知
覚
の
一
定
の
性
質
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
ら
せ
る
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に
足
り
る
こ
と
に
な
る
。
五
。
と
こ
ろ
で
同
じ
語
は
か
よ
う
に
し
て
喚
び
起
さ
れ
た
観
念
と
は
多
く
の
点
に
お
い

て
異
な
る
他
の
知
覚
に
し
ば
し
ば
適
用
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
語
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
個
物
の
観

念
を
甦
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
い
わ
ば
単
に
心
に
触
れ
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

我
々
が
得
た
あ
の
習
慣
を
甦
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
習
慣
と
、
第
一
の
習
慣
と
名
称
と
の
間
の
聯
合
の
習
慣

と
の
両
者
が
全
く
完
全
で
な
い
場
合
に
は
、
恐
ら
く
精
神
は
自
己
が
考
え
る
意
味
と
、
一
般
名
辞
に
よ
っ
て
表
そ

う
と
意
図
す
る
集
合
の
範
囲
と
を
自
分
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
唯
一
個
の
個
物
の
観
念
を
作
る
こ
と
で
満
足
し

な
い
で
、
数
個
の
も
の
に
目
を
通
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
れ
ら
二
つ
の
習
慣
が
完
全
に
な
る
に
従
っ
て
、
そ

の
名
称
を
聞
く
こ
と
は
第
一
の
習
慣
に
お
い
て
聯
合
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
一
切
を
、
そ
の
多
数
を
さ
え
も
、
想
い

起
す
結
果
に
な
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
の
唯
一
つ
が
、
他
の
も
の
を
供
給
す
る
構
想
力
の
「
即
座
の
準
備
」

readiness 

或
い
は
「
潜
在
力
」pow

er 

と
一
緒
に
喚
び
起
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
た
だ
こ
の
即
座
の
準
備
と
潜
在

力
が
喚
び
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
に
し
て
例
え
ば
人
間
と
い
う
抽
象
名
辞
を
使
用
す
る
場
合
、
我
々
は

彼
等
の
す
べ
て
を
構
想
力
の
う
ち
に
判
明
に
描
き
出
す
の
で
は
な
く
、
現
在
の
目
的
或
い
は
必
要
に
よ
っ
て
促
さ

れ
る
に
応
じ
て
彼
等
の
誰
で
も
一
人
を
思
い
浮
べ
る
即
座
の
準
備
に
身
を
お
く
の
で
あ
る
。
或
る
語
を
聞
く
こ
と

は
一
つ
の
個
別
的
な
観
念
の
み
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
「
一
定
の
習
慣
」
を
喚
び
起
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
習
慣
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は
そ
の
時
の
必
要
に
応
じ
て
ど
れ
で
も
他
の
個
別
的
な
観
念
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
抽
象
観
念
と

い
う
も
の
も
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
個
別
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
代
表
に
お
い
て
一
般
的
に
な
り
得
る
の
は
た

だ
習
慣
に
よ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
に
し
て
抽
象
観
念
の
問
題
は
構
想
力
と
密
接
な
関
係
に
お
か
れ
た
。
そ
れ
は
構
想
力
と
、
構
想
力

に
お
け
る
習
慣
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
書
い
て
い
る
、「
我
々
が
何
等
か
の
一
般
名
辞
を
使
用
す

る
時
い
つ
で
も
我
々
は
個
物
の
観
念
を
作
る
と
い
う
こ
と
、
我
々
は
稀
に
し
か
或
い
は
決
し
て
こ
れ
ら
の
個
物
を

尽
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
残
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
た
だ
、
何
等
か
の
現
在
の
機
会
が
必
要
と
す
る
時
い

つ
で
も
我
々
が
よ
っ
て
も
っ
て
そ
れ
ら
を
喚
び
起
す
と
こ
ろ
の
あ
の
習
慣
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、

は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
が
我
々
の
抽
象
観
念
及
び
一
般
名
辞
の
本
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
仕
方

で
我
々
は
前
述
の
逆
説
即
ち
或
る
観
念
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
特
殊
的
で
あ
り
、
し
か
し
そ
の
代
表
に
お
い
て
一

般
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
。
特
殊
的
な
観
念
は
一
般
名
辞
に
、
言
い
換
え
る
と
、
習
慣
的
な
関
聯
か

ら
多
く
の
他
の
特
殊
的
な
観
念
と
関
係
を
有
し
、
そ
し
て
構
想
力
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
即
座
に
喚
び
起
す
と
こ

ろ
の
名
辞
に
結
び
附
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
的
に
な
る
の
で
あ
る
。」（Treatise, p.22.

）。
そ
し
て
彼
は
、

「
構
想
力
が
そ
の
観
念
を
示
唆
す
る
即
座
の
準
備
よ
り
も
驚
歎
す
べ
き
物
は
な
い
」、
と
い
う
。
こ
の
「
心
に
お
け
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る
一
種
の
魔
術
的
能
力
」
は
、「
最
大
の
天
才
た
ち
に
お
い
て
つ
ね
に
最
も
完
全
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
我
々
が
天

才
と
称
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
悟
性
の
及
ぶ
限
り
の
努
力
に
よ
っ
て
も
説
明
し
得
な
い
も
の
で
あ

る
。」（Treatise, p. 24.

）。
悟
性
の
ジ
ー
ニ
ア
ス
は
印
象
に
も
観
念
に
も
あ
る
の
で
な
く
、
構
想
力
の
う
ち
に
あ

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
習
慣
を
観
念
の
聯
合
と
し
て
説
明
し
た
。
し
か
し
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
い
う
如
く
、
観

念
の
聯
合
が
習
慣
を
説
明
す
る
の
で
な
く
、
習
慣
原
理
が
観
念
の
聯
合
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。＊

習
慣
の
法
則
は

機
械
的
で
な
く
、
有
機
的
生
命
的
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
、
抽
象
観
念
は
一
般
名
辞
に
結
び
附
け
ら
れ
た

特
殊
的
な
観
念
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
そ
の
代
表
に
お
い
て
一
般
的
に
な
る
の
は
習
慣
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
我
々
の
言
語
も
元
来
構
想
力
の
産
物
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
我
々
の
言
語
は
つ
ね
に
一
般
的
な

も
の
と
同
時
に
特
殊
的
な
も
の
を
意
味
し
、
他
方
我
々
の
概
念
構
成
の
根
柢
に
も
つ
ね
に
構
想
力
が
働
き
、
か
く

し
て
我
々
の
概
念
は
元
来
特
殊
的
で
あ
る
と
共
に
一
般
的
、
一
般
的
で
あ
る
と
共
に
特
殊
的
で
あ
る
。
特
殊
的
な

観
念
と
一
般
的
な
名
辞
と
が
先
ず
別
々
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
習
慣
に
よ
っ
て
聯
合
さ
れ
る
と
い
う
の
で
な
く
、

概
念
と
言
語
と
は
も
と
も
と
結
び
附
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
感
覚
も
構
想
力
の
形
式
に
入
っ
て
い
る
。
ヒ

ュ
ー
ム
が
要
素
的
な
も
の
と
考
え
た
単
純
な
印
象
は
抽
象
物
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
感
覚
の
印
象
は
二
重
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の
意
味
に
お
い
て
「
原
本
的
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
第
一
に
、
そ
れ
は
つ
ね
に
そ
れ
に
対
応
す
る
観
念
に
先
立
っ

て
生
ず
る
。
先
ず
印
象
が
あ
っ
て
、
観
念
は
こ
れ
を
模
写 copy 

す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。「
我
々
の

す
べ
て
の
観
念
は
我
々
の
印
象
か
ら
模
写
さ
れ
る
」
と
い
う
の
が
彼
の
哲
学
の
一
つ
の
根
本
命
題
で
あ
る
。
第
二

に
、
印
象
は
、
自
己
を
超
え
た
何
物
に
対
す
る
「
指
示
」reference 

も
含
む
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て

完
結
的
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
表
現
的
で
な
い
。
感
覚
の
印
象
か
ら
区
別
し
て
反
省
の
印
象
と
称
せ
ら
れ
た
も

の
、
情
緒
、
欲
望
、
感
情
の
如
き
は
、
我
々
の
観
念
か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
第
一
の
意
味
に

お
い
て
は
原
本
的
で
な
い
に
し
て
も
、「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
完
結
的
で
あ
り
、
他
の
情
緒
、
意
欲
、
活
動
に
対

す
る
何
等
の
指
示
も
含
ま
な
い
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
原
本
的
な
事
実
と
看
做
さ
れ
た
。
か
く
の
如
き
印
象
の

自
足
性
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
子
論
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
感
覚
の
う
ち
に
も
記
憶

が
含
ま
れ
る
と
い
っ
た
如
く
、
単
純
な
印
象
の
如
き
も
の
が
存
在
す
る
の
で
な
く
、
感
覚
も
す
で
に
知
覚
的
、
従

っ
て
表
現
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
経
験
論
が
立
脚
す
る
感
覚
論
は
一
個
の
抽
象
論
で
あ
る
。
し
か
し
ヒ

ュ
ー
ム
の
抽
象
観
念
の
説
が
イ
メ
ー
ジ
に
重
要
な
意
味
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
に

依
る
と
、
我
々
の
観
念
は
す
べ
て
我
々
の
印
象
の
模
写
で
あ
る
が
、
か
よ
う
に
印
象
を
「
反
覆
す
る
」
能
力
は
記

憶
と
想
像
と
で
あ
り
、こ
れ
に
よ
っ
て
観
念
が
生
ず
る
。
従
っ
て
観
念
は
印
象
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
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の
思
惟
や
推
理
は
か
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
。
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
精
神
は
イ
メ

ー
ジ
な
し
に
は
決
し
て
思
惟
し
な
い
」 oujdevpote noei: a[neu fantavsmatoV hJ y

uchv 

と
い
っ
た＊
＊。

具
体
的
思
惟

は
つ
ね
に
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
附
い
て
い
る
。
か
か
る
具
体
的
思
惟
が
そ
の
哲
学
に
お
い
て
生
に
近
く
立
た
う
と
し

た
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
の
問
題
で
あ
っ
た＊
＊
＊。

＊
　Voir Félix R

avaisson, D
e l’habitude. N

ouvelle édition 1933, p.58.

＊
＊
　A

ristoteles, D
e anim

a, 431 a. 17.

＊
＊
＊ 

メ
ッ
ツ
は
生
へ
の
接
近
、
生
へ
の
関
聯
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
惟
を
貫
く
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。V

gl. R
udolf M

etz, D
avid H

um
e, 1929, S. 95.

し
か
し
感
覚
と
い
う
も
の
は
単
に
知
的
な
表
象
的
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
日
常
の
用
語
に
お
い

て
感
覚
的
と
い
う
語
は
、
一
方
知
的
な
も
の
を
現
す
と
共
に
、
他
方
何
か
情
意
的
な
も
の
を
現
し
て
い
る
。
感
覚

は
或
る
知
的
な
客
観
的
な
も
の
の
意
味
と
共
に
或
る
感
情
的
な
主
観
的
な
も
の
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
デ
カ
ル

ト
は
、
我
々
の
感
官
は
物
の
本
性
を
で
は
な
く
て
、
物
が
如
何
な
る
点
に
お
い
て
我
々
に
有
用
も
し
く
は
有
害
で

あ
る
か
を
教
え
る
の
み
で
あ
る
、
と
考
え
た
。＊

感
覚
は
知
識
の
門
口
の
地
位
を
占
め
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
行
動

に
対
す
る
刺
戟
の
地
位
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
動
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
で
あ
り
、
主
体
の
環
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境
に
対
す
る
適
応
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
指
導
的
な
要
素
で
あ
る
。
感
覚
の
問
題
は
知
識
の
項
目
に
属
す
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
直
接
的
な
刺
戟
と
反
応
の
項
目
に
属
し
て
い
る＊
＊。
感
覚
は
身
体
的
行
為
的
自
己
の
尖
端
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
感
覚
は
決
し
て
単
に
主
観
的
な
感
情
的
な
も
の
で
な
く
、
同
時
に
知

的
な
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
感
覚
は
「
記
号
」
の
意
味
を
有
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
感
覚
と
い
う
も
の
も
す
で
に
表
現
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
感
覚
が
こ
の
よ
う
に
記
号
的
或
い
は
表

現
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
覚
と
い
う
も
の
が
単
な
る
感
覚
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
に
構
想
力
が
働
く
か
ら

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

＊
　D

escartes, Principia philosophiae, II. 3.

＊
＊
　cf.John D

ew
ey, Reconstruction in philosopy, 1920, p. 87.

四

私
は
右
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
抽
象
観
念
の
説
が
構
想
力
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
問
題

は
元
来
、
経
験
論
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
個
物
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
立
場
か
ら
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如
何
に
し
て
普
遍
的
な
観
念
は
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ま
次
の
問
題
は
、
如

何
に
し
て
個
々
の
感
覚
や
観
念
は
一
つ
の
関
係
に
結
合
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
特
に
重
要
な
の
は
原
因
と
結
果
の
観
念
で
あ
る
。
彼
み
ず
か
ら
信
じ
た
如
く
、
因
果
の
観
念

の
批
判
的
分
析
は
彼
の
哲
学
の
決
定
的
な
、
ま
た
最
も
独
創
的
な
仕
事
に
属
し
て
い
る
。

因
果
の
観
念
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う「
哲
学
的
関
係
」philosophical relation 

の
一
つ
で
あ
る
。
彼
は
類
似
、同
一
、

時
間
及
び
空
間
に
お
け
る
位
置
、
量
或
い
は
数
に
お
け
る
比
例
、
性
質
に
お
け
る
度
合
、
反
対
、
原
因
と
結
果
の

七
つ
を
、「
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
関
係
の
源
泉
」
と
見
ら
れ
得
る
一
般
的
な
基
本
的
な
哲
学
的
関
係
と
し
て
挙
げ
た
。

そ
の
な
か
で
原
因
と
結
果
は
、
先
ず
第
一
に
、
哲
学
的
関
係
で
あ
る
と
共
に
「
自
然
的
関
係
」natural relation 

で
あ
る
と
い
う
特
質
を
有
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
関
係
と
い
う
語
が
普
通
に
二
つ
の
頗
る
異
な
る
意
味
に
使
わ

れ
て
い
る
の
を
見
出
し
た
。
即
ち
一
方
「
そ
れ
に
よ
っ
て
二
つ
の
観
念
が
構
想
力
に
お
い
て
連
結
さ
れ
、
そ
し
て

…
…
そ
の
一
が
自
然
的
に
他
を
導
き
出
す
と
こ
ろ
の
性
質
」
を
意
味
し
、
他
方
「
そ
れ
に
お
い
て
は
空
想
に
お
け

る
二
つ
の
観
念
の
肆
意
的
な
結
合
の
場
合
に
さ
え
、
こ
の
二
つ
の
観
念
を
比
較
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
得
る
と
こ
ろ
の
特
殊
な
状
態
」
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
関
係
は
、
聯
合
の
関
係 relation of 

association 

で
あ
る
か
、
比
較
の
関
係 relation of com

parison 
で
あ
る
か
、
で
あ
る
。
そ
し
て
日
常
の
用
語
に
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い
う
関
係
は
つ
ね
に
前
の
意
味
で
あ
っ
て
、「
そ
れ
を
我
々
が
、
結
合
の
原
理
な
し
に
、
比
較
の
ど
の
よ
う
な
特

殊
な
主
題
で
も
意
味
す
る
よ
う
に
拡
張
す
る
の
は
、
た
だ
哲
学
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。」
そ
こ
で
哲
学
的
関
係

と
呼
ば
れ
る
の
は
比
較
の
関
係
で
あ
り
、
そ
し
て
自
然
的
関
係
と
称
せ
ら
れ
る
の
は
聯
合
の
関
係
で
あ
る
。
構
想

力
に
お
い
て
観
念
を
結
合
或
い
は
聯
合
す
る
性
質
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
類
似
、
時
間
或
い
は
場
所
に
お
け
る
近

接
、
原
因
と
結
果
の
三
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
自
然
的
関
係
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
自
然
的
と
し
て
性
格
附

け
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
な
し
に
は
悟
性
を
構
成
す
る
諸
習
慣
が
存
在
し
得
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ

ら
が
精
神
に
と
っ
て
自
然
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。＊

聯
合
の
原
理
は
普
く
行
わ
れ
、「
そ
の
結
果
は
到

る
処
に
お
い
て
顕
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
そ
の
原
因
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
多
く
は
知
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

私
の
敢
て
説
明
し
得
る
と
自
任
し
な
い
人
間
性
の
原
本
的
な
諸
性
質 original qualities of hum

an nature 

に
帰

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（Treatise, p. 13.

）。観
念
聯
合
の
力
は
派
生
的
な
も
の
で
は
な
く
、人
間
性
の「
原
本
的
な
」

法
則
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
れ
を
自
然
界
に
お
け
る
引
力
に
比
し
得
る
精
神
界
に
お
け
る
一
種
の
引
力
と
考
え

た
。し
か
も
か
く
の
如
き
根
本
的
な
聯
合
の
原
理
は
彼
に
お
い
て
本
質
的
に
構
想
力
の
法
則
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

＊
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
そ
の
構
想
力
の
説
に
お
い
て
「
自
然
的
連
結
」liaisons naturelles 

に
つ
い
て
語
り
、「
そ
れ

ら
は
凡
て
の
人
間
に
お
い
て
一
般
に
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
生
命
の
保
存
に
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。」
と
い
っ
て
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因
果
の
観
念
の
特
質
は
、
第
二
に
、
次
の
よ
う
に
し
て
見
出
さ
れ
る
。
右
に
掲
げ
た
七
つ
の
種
類
の
哲
学
的
関

係
の
う
ち
、
類
似
、
量
或
い
は
数
に
お
け
る
比
例
、
性
質
に
お
け
る
度
合
、
反
対
の
四
つ
は
、「
我
々
が
比
較
し

合
わ
せ
る
観
念
に
全
く
依
存
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
角
形
の
三
つ
の
角
が
二
直
角
に
等
し
い
と
い
う

関
係
を
我
々
が
発
見
す
る
の
は
三
角
形
の
観
念
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
関
係
は
我
々
の
観
念
が
同
一
に
止
ま
る
限

り
不
変
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
二
つ
の
物
の
間
の
近
接
及
び
遠
隔
の
関
係
は
、
そ
の
物
自
身
或
い
は
そ
の
観

念
に
何
等
の
変
化
な
し
に
、
単
に
そ
の
場
所
の
変
更
に
よ
っ
て
変
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
一
及
び
因
果
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
二
つ
の
物
は
、
た
と
い
完
全
に
相
互
に
類
似
し
、
異
な
る
時
間
に
同
じ
場
所
に
現
れ
さ

え
し
て
も
、
数
の
上
で
異
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
一
つ
の
物
が
他
の
物
を
作
り
出
す
力
は
、
決
し
て
単
に
そ

れ
ら
の
観
念
か
ら
は
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
同
一
、
時
間
及
び
場
所
の
関
係
、
原
因
と
結
果

の
三
つ
は
、「
観
念
に
お
い
て
何
等
の
変
化
な
し
に
変
化
さ
れ
得
る
も
の
」
と
い
う
特
質
を
具
え
て
い
る
。

し
か
る
に
第
三
に
、
因
果
の
観
念
の
最
も
特
殊
な
性
質
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
、

単
に
観
念
に
依
存
す
る
四
つ
の
関
係
、
即
ち
類
似
、
反
対
、
性
質
に
お
け
る
度
合
、
及
び
量
或
い
は
数
に
お
け
る

比
例
は
、「
知
識
と
確
実
性
の
対
象
」objects of know

ledge and certainty 

で
あ
り
得
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
は
一
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目
で
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
論
証
よ
り
も
直
観
の
領
域
に
属
す
る
と
い
う
の
が
適
当
で
あ
る
。
何
等
か
の
物
が

互
い
に
類
似
す
る
場
合
、
類
似
は
直
ち
に
眼
を
、
或
い
は
む
し
ろ
心
を
打
ち
、
更
に
吟
味
を
要
す
る
こ
と
は
殆
ど

な
い
。
反
対
や
性
質
の
度
合
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
存
在
と
非
存
在
と
が
互
い
に
破
壊
し
合
い
、
全
く
両
立

し
得
ぬ
反
対
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
疑
い
得
な
い
。
ま
た
色
、
味
、
熱
さ
、
寒
さ
の
如
き
性
質
の
度
合
に
つ
い
て
、

そ
の
差
異
が
極
め
て
小
さ
い
場
合
、
精
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
差
異
が
著
し
い

場
合
に
は
、
い
ず
れ
が
他
よ
り
も
上
位
か
下
位
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
こ
の
決
定
は
詮
議
と
か
推

理
と
か
な
し
に
最
初
の
一
目
で
下
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
量
或
い
は
数
の
比
例
を
定
め
る
際
に
も
、
同
じ
仕

方
で
そ
の
間
の
上
位
ま
た
は
下
位
を
一
見
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
差
異
が
極
め
て
大
き
く
、
著
し
い
場
合
に

は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
他
の
種
類
の
関
係
、
詳
し
く
言
う
と
、
観
念
に
依
存
し
な
い
で
、
観
念
は
同
一

に
止
ま
っ
て
い
る
の
に
或
い
は
現
前
し
或
い
は
現
前
し
な
い
よ
う
な
関
係
、
即
ち
同
一
、
時
間
及
び
空
間
に
お
け

る
位
置
、
因
果
の
三
つ
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
推
理
は
比
較
す
る
こ
と
、

そ
し
て
二
つ
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
物
が
互
い
に
対
し
て
担
う
と
こ
ろ
の
、
或
い
は
恒
常
の
或
い
は
恒
常
な
ら
ぬ

関
係
を
発
見
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
比
較
に
は
、
二
つ
の
物
が
共
に
感
官
に
現
前
し
て
い
る
場
合
そ

の
い
ず
れ
も
が
現
前
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
現
前
し
て
い
な
い
場
合
、
い
ず
れ
か
一
つ
だ
け
が
現
前
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し
て
い
る
場
合
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。二
つ
の
も
の
が
共
に
そ
の
関
係
を
伴
っ
て
感
官
に
現
前
し
て
い
る
場
合
、我
々

は
こ
れ
を
推
理
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
知
覚
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
考
え
る
と
、
同
一
、
時
間
及
び
場
所

の
関
係
に
つ
い
て
我
々
が
な
す
如
何
な
る
観
察
も
推
理
と
し
て
受
取
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
精
神
は
、
物
の
現
実
の
存
在
或
い
は
関
係
を
発
見
す
る
た
め
に
、
感
官
に
直
接
現
前
す
る
も
の
を

越
え
て
ゆ
く
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
原
因
と
結
果
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
前
せ
る
一
つ
の
印
象
が
現
前
し
な

い
、
し
か
し
構
想
力
に
お
い
て
予
料
さ
れ
た
観
念
と
比
較
さ
れ
得
る
唯
一
の
関
係
で
あ
る
。「
一
つ
の
物
の
存
在

或
い
は
活
動
か
ら
出
て
、
そ
れ
が
他
の
存
在
或
い
は
活
動
に
よ
っ
て
後
続
さ
れ
も
し
く
は
先
行
さ
れ
た
と
い
う
保

証
を
我
々
に
与
え
る
よ
う
な
連
結
を
作
り
出
す
の
は
、
た
だ
因
果
の
み
で
あ
る
。」
他
の
二
つ
の
関
係
（
同
一
と

時
間
及
び
空
間
の
関
係
）
は
、
そ
れ
ら
が
因
果
に
影
響
す
る
か
因
果
に
影
響
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
ほ
か
、
推

理
の
中
で
使
用
さ
れ
得
な
い
。
今
そ
し
て
此
処
に
現
前
す
る
物
の
実
体
的
同
一
は
直
接
の
知
覚
に
お
い
て
比
較
さ

れ
得
る
。
し
か
し
知
覚
を
越
え
た
物
の
連
続
的
存
在
は
物
の
存
在
の
原
因
が
変
ら
な
い
で
い
る
と
い
う
想
定
に
立

っ
て
の
み
推
理
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
時
間
や
場
所
そ
の
も
の
は
推
理
な
し
に
比
較
を
許
す
に
し
て
も
、
そ

の
関
係
に
お
け
る
不
変
も
し
く
は
変
化
は
因
果
の
結
果
と
し
て
の
み
存
在
す
る
と
推
理
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
か

く
て
単
な
る
観
念
に
依
存
し
な
い
三
つ
の
関
係
の
う
ち
、「
我
々
の
感
官
を
越
え
て
辿
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
我
々
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の
見
も
触
れ
も
し
な
い
存
在
と
対
象
に
つ
い
て
我
々
に
教
え
る
唯
一
の
関
係
は
、
因
果
で
あ
る
。」（Treatise, p. 

74.

）。
因
果
の
関
係
は
事
実
に
関
す
る
す
べ
て
の
推
理
の
原
理
で
あ
る
。

元
来
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
研
究
は
概
念
的
知
識
と
事
実
の
知
識
と
の
区
別
か
ら
出
立
し
た
。
こ
の
区
別
は
既
に
ホ
ッ

ブ
ス
に
お
い
て
、
ま
た
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
れ
に
ホ
ッ
ブ
ス
よ
り
も
一

層
明
確
な
規
定
を
与
え
、
ま
た
そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
ロ
ッ
ク
よ
り
も
一
層
徹
底
的
で
あ
っ
た
。
我
々
の
知
識
の

対
象
は
観
念
の
関
係 relations of ideas 

と
事
実 m

atters of fact 

と
の
二
種
類
に
分
た
れ
る
。
第
一
の
種
類
の
対

象
は
、
幾
何
や
代
数
や
算
術
、
一
般
に
直
観
的
に
か
論
証
的
に
か
確
実
な
あ
ら
ゆ
る
命
題
が
、
こ
れ
に
属
し
て
る

る
。例
え
ば
五
の
三
倍
は
三
十
の
半
分
に
等
し
い
と
い
う
命
題
は
、こ
れ
ら
の
数
の
間
の
関
係
を
現
し
て
い
る
。「
こ

の
種
の
命
題
は
、
宇
宙
の
何
処
か
に
存
在
す
る
も
の
に
依
存
し
な
い
で
、
単
な
る
思
想
の
操
作
に
よ
っ
て
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
い
自
然
の
う
ち
に
円
と
か
三
角
形
と
か
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
に

よ
っ
て
論
証
さ
れ
た
真
理
は
永
久
に
そ
の
確
実
性
と
明
証
と
を
保
持
す
る
で
あ
ろ
う
。」（Enquiry, p. 23.

）
第
二

の
種
類
の
対
象
即
ち
事
実
の
知
識
は
こ
れ
と
同
じ
仕
方
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
確
実
性
は
ど
れ
ほ

ど
大
き
い
場
合
に
も
、
第
一
の
種
類
の
対
象
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
事
実
の
反
対
は
な
お
可

能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
決
し
て
矛
盾
を
含
ま
ず
、
恰あ
た
かも

つ
ね
に
実
在
に
調
和
す
る
か
の
よ
う
に
容
易
に
そ
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し
て
判
明
に
理
解
さ
れ
る
か
ら
。
太
陽
が
明
朝
昇
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
昇
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
に
劣
ら
ず
理
解
し
得
る
こ
と
で
あ
り
、
矛
盾
を
含
ま
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
虚
偽
を
論
証
し
よ
う
と
企

て
て
も
無
駄
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
論
証
的
に
虚
偽
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
矛
盾
を
含
み
、
そ
し
て
決
し
て
判

明
に
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
存
在
す
る
も
の
は
、
純
粋
に
概
念
的
に
考
え
る
と
、
存
在
し
な
い
こ
と
も
で
き

る
。
或
る
事
実
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
を
含
ま
ず
、
従
っ
て
ま
た
或
る
事
実
の
存
在
も
決
し
て
単
な

る
概
念
か
ら
証
明
さ
れ
な
い
。
存
在
へ
の
推
理
は
論
証
的
に
確
実
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、

従
っ
て
そ
れ
は
不
確
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
た
だ
、
そ
の
確
実

性
が
観
念
の
関
係
に
つ
い
て
の
命
題
の
確
実
性
と
は
種
類
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
バ

ー
ト
ン
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
一
つ
の
手
紙
の
中
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
シ
ー
ザ
ー
が
実
際
に
生
存
し
た
と
い
う
こ

と
、
或
い
は
シ
シ
リ
ー
島
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
島
を
訪
ね
た
こ
と
の
な
い
者
に
は
ま
た
、
何
等
本

来
の
証
明
も
直
観
的
に
認
識
す
べ
き
根
拠
を
持
た
ぬ
主
張
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
し
か
し
、
そ
れ
が
真
で
な
く

確
実
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、と
述
べ
て
い
る
。＊

そ
こ
に
異
な
る
種
類
の
確
実
性
が
考
え
ら
れ
る
。

直
観
的
論
証
的
知
識 intuitive and dem

onstrative know
ledge 

の
特
徴
は
、
そ
の
反
対
は
理
解
し
得
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
真
理
性
が
現
実
の
存
在
か
ら
独
立
な
す
べ
て
の
命
題
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
と
分
析
的
で
あ
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こ
れ
に
反
し
て
す
べ
て
の
綜
合
的
命
題
は
経
験
的
で
あ
る
。
概
念
的
知
識
と
事
実
の
知
識
と
の
か
よ
う
な
区

別
と
対
立
に
よ
っ
て
経
験
が
問
題
に
な
る
。「
従
っ
て
、
我
々
の
感
官
の
現
在
の
証
拠
或
い
は
我
々
の
記
憶
の
記

録
を
越
え
て
、
現
実
の
存
在
と
事
実
を
我
々
に
保
証
す
る
と
こ
ろ
の
明
証
の
本
性
が
何
で
あ
る
か
を
探
究
す
る
こ

と
は
、
知
的
関
心
に
値
す
る
題
目
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。」
ま
さ
に
こ
の
「
越
え
て
」beyond 

と
い
う
こ
と
が
経
験

を
意
味
す
る
。
経
験
か
ら
の
推
理
は
我
々
の
記
憶
や
感
官
を
越
え
て
我
々
を
連
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
経
験
の
綜
合

性
も
考
え
ら
れ
る
。
知
識
と
し
て
の
経
験
の
吟
味
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
己
に
課
し
た
課
題
で
あ
っ
た
。
経
験
に
解
決

を
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
経
験
の
う
ち
に
問
題
を
見
た
と
い
う
こ
と
が
彼
の
功
績
で
あ
り
、
哲
学

の
歴
史
に
お
け
る
彼
の
地
位
を
示
し
て
い
る
。経
験
論
、経
験
の
哲
学
は
、ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
批
判
的
と
な
っ
た
。

因
果
の
原
理
の
研
究
も
経
験
の
認
識
価
値
に
つ
い
て
の
一
般
的
問
題
と
直
接
に
関
聯
し
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
の
価

値
に
つ
い
て
の
問
題
が
か
の
原
理
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
題
に
姿
を
変
え
、一
層
明
確
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
事
実
に
関
す
る
す
べ
て
の
推
理
は
原
因
と
結
果
の
関
係
を
基
礎
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
関
係
に

よ
っ
て
の
み
我
々
は
我
々
の
記
憶
や
感
官
の
明
証
を
越
え
て
進
み
得
る
の
で
あ
る
。」（Enquiry, p.24.

）
か
よ
う

な
因
果
の
原
理
の
根
拠
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　V

gl. A
lois R

iehl, D
er philosophische K

ritizism
us, Erster B

and, Zw
eite A

uflage 1908, S. 117.
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そ
こ
で
我
々
は
因
果
の
観
念
が
如
何
な
る
起
原
に
由
来
す
る
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
依

る
と
、
ど
の
よ
う
な
観
念
も
、
そ
の
起
原
に
溯
っ
て
、
そ
れ
が
出
て
き
た
元
の
印
象
を
調
べ
な
い
と
、
完
全
に
理

解
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
す
べ
て
の
観
念
は
印
象
の
模
写
で
あ
る
か
ら
。
い
ま
我
々
は
原
因
と
結
果
と
呼

ば
れ
る
何
等
か
の
二
つ
の
物
に
注
目
し
、
か
の
観
念
を
作
り
出
す
印
象
を
発
見
す
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か

ら
調
べ
て
見
る
。
そ
の
場
合
直
ち
に
気
附
く
こ
と
は
、
物
の
ど
の
よ
う
な
特
殊
の
性
質
の
う
ち
に
も
そ
れ
が
発
見

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
か
よ
う
な
性
質
の
ど
れ
を
取
っ
て
み
て
も
、
そ
の
性
質
を
持
た
な
い

で
、
原
因
或
い
は
結
果
と
称
せ
ら
れ
る
物
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。
実
に
、
外
界
に
も
内
界
に
も
、
原
因

或
い
は
結
果
と
考
え
ら
れ
な
い
存
在
は
一
つ
も
な
い
が
、
す
べ
て
の
存
在
に
普
遍
的
に
属
し
て
、
原
因
と
か
結
果

と
か
称
せ
ら
れ
る
資
格
を
そ
れ
ら
に
与
え
る
と
こ
ろ
の
性
質
は
一
つ
と
し
て
存
し
な
い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
因
果
の
観
念
は
物
の
何
等
か
の
性
質
に
基
づ
く
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
物
の
間
の
或

る
関
係
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
第
一
に
発
見
す
る
こ
と
は
、
原
因
と
結
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果
と
考
え
ら
れ
る
物
は
近
接
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
遠
隔
の
物
の
作
用
し
合
う
場
合
に
も
、
よ
く
調

べ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
近
接
し
て
い
る
原
因
の
連
鎖
に
よ
っ
て
繋
が
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
従
っ

て
近
接 contiguity 

の
関
係
は
因
果
の
関
係
に
本
質
的
で
あ
る
。
次
に
因
果
の
関
係
に
本
質
的
と
考
え
ら
れ
る

第
二
の
関
係
は
、
原
因
が
結
果
よ
り
も
時
間
的
に
先
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
継

起 succession 

の
関
係
は
因
果
の
関
係
に
本
質
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
近
接
と
継
起
と
だ
け
で
は
因
果
の
完

全
な
観
念
は
与
え
ら
れ
な
い
。
或
る
も
の
に
近
接
し
ま
た
先
行
し
な
が
ら
、
そ
の
も
の
の
原
因
と
考
え
ら
れ
な

い
も
の
が
あ
る
。
原
因
と
い
う
場
合
、
他
の
も
の
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
原
因
は
生

産
的
原
理 productive principle 
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
原
因
と
結
果
と
の
間
に
は
必
然
的
連
結 necessary 

connexion 

が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
は
因
果
の
観
念
に
と
っ
て
右
に
述
べ
た
他
の
二
つ
の
関
係
の
い

ず
れ
よ
り
も
遥
か
に
重
要
で
あ
り
、
決
定
的
で
あ
る
。
従
っ
て
い
ま
我
々
は
こ
の
必
然
的
連
結
の
本
性
を
発
見
す

る
た
め
に
、
再
び
物
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
調
べ
て
、
そ
の
観
念
が
由
来
す
る
印
象
を
見
出
す
こ
と
に
努
め
る
。

こ
の
場
合
、
物
の
知
ら
れ
た
性
質
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
原
因
と
結
果
の
関
係
が
そ
の
よ
う
な
性
質
に
全
く
依
存

し
な
い
こ
と
を
我
々
は
直
ち
に
発
見
す
る
。
ま
た
物
の
関
係
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
近
接
と
継
起
の
関
係
の
ほ
か

何
も
我
々
は
見
出
し
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
で
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
不
完
全
で
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
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か
よ
う
に
し
て
当
面
し
た
困
難
を
打
開
す
る
た
め
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
問
題
を
二
つ
に
分
っ
た
。
第
一
に
、
如
何

な
る
理
由
に
よ
っ
て
我
々
は
、
そ
の
存
在
が
始
ま
り
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
物
は
ま
た
原
因
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
こ
と
が
必
然
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
か
。
第
二
に
、
何
故
に
我
々
は
、
或
る
特
殊
の
原
因
は
必
然
的
に

或
る
特
殊
の
結
果
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
一
か
ら
他
を
断
ず
る
推
理
、
及

び
我
々
が
そ
れ
に
お
く
信
念
の
本
性
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。＊

第
一
の
問
題
は
因
果
関
係
一
般
に
関
わ
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
変
化
に
対
し
て
原
因
を
想
定
す
る
必
然
性
は
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
、
変
化
の
単
な
る
概
念
か
ら
認
識
さ
れ
得
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
は
そ
れ
ぞ

れ
特
殊
の
因
果
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
我
々
は
一
定
の
原
因
を
経
験
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と

し
て
前
提
し
、
こ
の
前
提
の
も
と
に
、
結
果
へ
の
推
理
の
本
性
を
吟
味
す
る
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
原
因
か
ら

そ
れ
に
後
続
す
る
結
果
へ
我
々
を
導
く
の
は
経
験
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
結
果
は
、
経
験
を
俟
た
な
い
で
単

に
原
因
そ
の
も
の
の
考
察
か
ら
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
得
る
か
、
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

＊
　
尤
も
第
一
の
問
題
は “Treatise” 

に
お
い
て
の
み
特
別
に
取
扱
わ
れ
た
。V

gl. R
iehl, O

p. cit., S. 124.

第
一
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
存
在
し
始
め
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
存
在
の
原
因
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
哲
学
上
の
一
般
的
格
率
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
、「
知
識
」know

ledge 

に
属
す
る
よ
り
も
「
信
念
」belief 
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の
内
容
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
彼
は
先
ず
知
識
の
範
囲
に
関
す
る
彼
の
見
解
に
基
づ
い
て
論
証
す
る
。
す
べ
て
の

確
実
性
は
観
念
の
比
較
か
ら
、
観
念
が
同
一
で
あ
り
続
け
る
限
り
不
変
で
あ
る
よ
う
な
関
係
の
発
見
か
ら
出
て
く

る
。
か
よ
う
な
関
係
は
類
似
、
量
と
数
に
お
け
る
比
例
、
性
質
の
度
合
、
及
び
反
対
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
四
つ
の

関
係
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
知
識
の
基
礎
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
、
始
ま
り
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
ま
た

存
在
の
原
因
を
も
つ
と
い
う
命
題
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
の
命
題
は
直
観
的
に
確
実
で
な
い
の

で
あ
る
。
更
に
彼
は
次
の
よ
う
な
論
証
を
進
め
る
。
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
存
在
、
或
い
は
存
在
の
新
し
い
変
容
に
対

す
る
原
因
の
必
然
性
は
、
如
何
な
る
物
も
或
る
生
産
的
原
理
な
し
に
は
存
在
し
始
め
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
こ

と
を
同
時
に
示
す
の
で
な
い
と
、
論
証
さ
れ
得
な
い
。
し
か
る
に
こ
の
後
の
命
題
は
論
証
的
に
証
明
す
る
こ
と
が

全
く
不
可
能
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
判
別
さ
れ
る
観
念
は
互
い
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
原
因
と
結
果

の
観
念
は
明
ら
か
に
判
別
さ
れ
る
か
ら
、
何
か
の
物
が
こ
の
瞬
間
に
は
存
在
し
な
い
で
次
の
瞬
間
に
は
存
在
す
る

こ
と
を
、
そ
れ
に
原
因
即
ち
生
産
的
原
理
と
い
う
判
別
さ
れ
る
観
念
を
結
び
附
け
な
い
で
、
考
え
る
と
い
う
こ
と

は
我
々
に
と
っ
て
容
易
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
原
因
の
観
念
を
存
在
の
始
め
の
観
念
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
構
想

力
に
と
っ
て
明
ら
か
に
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
物
を
実
際
に
分
離
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
何
の
矛
盾
も

背
理
も
含
ま
な
い
程
度
に
可
能
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
単
な
る
観
念
か
ら
の
推
理
に
よ
っ
て
論
破
さ
れ
得
な
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い
の
で
あ
る
。」（Treatise, pp. 79, 80.

）
こ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
彼
の
論
証
を
、「
判
別
し
得
る
も
の
は
分
離
し
得
る
」

W
hat is distinguishable is separable. 

と
い
う
彼
の
哲
学
の
根
本
命
題
に
愬う
っ
たえ

て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
は
何

等
か
の
原
因
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
原
因
と
結
果
の
観
念
が
必
然
的
に
連
結
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
観
念
を
分
離
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し

か
る
に
そ
れ
ら
は
判
別
し
得
る
故
に
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
必
然
的
連
結
の
否
定
は
何
等
矛
盾
を
含
ま
な

い
の
で
あ
る
。
判
別
し
得
る
も
の
は
分
離
し
得
る
と
い
う
命
題
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
心
理
学
並
び
に
論
理
学
に
お
け

る
原
子
論
の
公
理
を
現
し
て
い
る
。
如
何
な
る
物
も
相
異
な
る
も
の
は
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
如
何
な

る
物
も
判
別
し
得
る
も
の
は
思
想
と
構
想
力
と
に
よ
っ
て
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
、そ
の
逆
も
等
し
く
真
で
あ
る
、

即
ち
如
何
な
る
物
も
分
離
し
得
る
も
の
は
ま
た
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
如
何
な
る
物
も
判
別
し
得
る
も

の
は
ま
た
相
異
な
っ
て
い
る
。（Treatise, p. 18.
）
こ
の
説
は
か
の
観
念
は
印
象
の
模
写
で
あ
る
と
い
う
説
に
附

け
加
わ
っ
て
彼
の
経
験
論
の
根
本
前
提
を
な
す
の
で
あ
る
。
我
々
の
す
べ
て
の
観
念
は
我
々
の
印
象
か
ら
模
写
さ

れ
る
、
そ
し
て
完
全
に
分
離
し
得
な
い
如
何
な
る
二
つ
の
印
象
も
存
在
し
な
い
、
構
想
力
が
観
念
の
間
に
差
異
を

認
め
る
場
合
い
つ
で
も
、
構
想
力
は
容
易
に
分
離
を
な
し
得
る
、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。（Treatise, p. 10.

）

右
の
如
く
因
果
の
原
理
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
検
討
は
、
先
ず
知
識
の
範
囲
に
関
す
る
彼
の
見
解
に
基
づ
い
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て
、
次
に
判
別
さ
れ
得
る
も
の
は
分
離
さ
れ
得
る
と
い
う
彼
の
説
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
そ
れ
は
直
観
的
に
も
論

証
的
に
も
確
実
で
な
い
と
さ
れ
た
。
―
―
そ
の
検
討
が
彼
の
観
念
模
写
説
に
拠
っ
て
い
な
い
こ
と
を
我
々
は
特
に

注
意
し
て
お
こ
う
。
―
―
原
因
の
必
然
性
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
論
証
は
虚
偽
の
論
証
で
あ
り
、

詭
弁
的
で
あ
る
。
例
え
ば
ロ
ッ
ク
は nihil ex nihilo 

【
無
か
ら
何
も
生
じ
な
い
】
か
ら
原
因
の
必
然
性
を
論
証
し
よ

う
と
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
は
何
等
か
の
原
因
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
、
出
来
事
が
自
己
を

原
因
と
す
る
か
乃
至
は
無
を
原
因
と
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
因
果
の
否
定
は
か
く
て
背
理
に
帰
す

る
と
い
う
こ
の
論
証
に
対
し
て
は
、
我
々
が
す
べ
て
の
原
因
を
排
除
す
る
場
合
、
我
々
は
実
際
に
そ
れ
を
排
除
す

る
の
で
あ
っ
て
、
無
も
対
象
そ
の
も
の
も
存
在
の
原
因
で
あ
る
と
は
仮
定
し
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の

仮
定
の
背
理
か
ら
か
の
排
除
の
背
理
を
証
明
す
る
論
証
を
引
き
出
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
十
分
で

あ
る
、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
何
等
か
の
原
因
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
真

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
す
べ
て
の
原
因
の
排
除
か
ら
、
出
来
事
は
自
己
自
身
を
原
因
と
す
る
か
乃
至
は
無

を
原
因
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
従
っ
て
く
る
。
し
か
る
に
因
果
の
法
則
の
真
理
が
ま
さ
に
問
題
の
点
で
あ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
法
則
の
反
対
は
物
が
無
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
主
張
す
る
の
は
、
先
決

問
題
要
求
の
虚
偽
で
あ
る
。
原
因
の
必
然
性
を
原
因
と
結
果
と
は
相
関
名
辞
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
論
ず
る
こ
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と
は
更
に
一
層
児
戯
に
類
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
夫
は
妻
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
何
等
か

の
人
間
が
結
婚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
本
来
の
意
味
に
お
い
て
結
果
と
呼
ば
れ

る
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
は
原
因
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
何
等
か
の
出
来
事
が
本
来
の
意
味
に
お
い
て

結
果
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
を
助
け
さ
え
し
な
い
の
で
あ
る
。

今
や
因
果
の
観
念
は
直
観
的
に
も
論
証
的
に
も
確
実
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
観
念
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
確

信
は
何
処
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
観
念
が
「
知
識
或
い
は
何
等
か
の
科
学
的
推
理
」
に
由
来
す
る
の
で

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
観
察
と
経
験
」
か
ら
生
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
が
残
さ

れ
た
二
者
択
一
と
し
て
経
験
に
向
う
の
は
、
彼
の
観
念
模
写
説
か
ら
の
演
繹
の
道
に
依
っ
て
で
な
い
こ
と
は
、
既

に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
次
の
問
題
は
、
如
何
に
し
て
経
験
は
か
よ
う
な
原
理
を
生
ぜ
し
め
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
問
題
を
、
何
故
に
我
々
は
或
る
特
定
の
原
因
が
必
然
的

に
或
る
特
定
の
結
果
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
結
論
す
る
か
、
何
故
に
我
々
は
一
か
ら
他
へ
の
推
理
を
な
す
か
と
い

う
問
題
の
中
へ
、
言
い
換
え
る
と
、
因
果
関
係
一
般
の
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
因
果
関
係
の
問
題
の
中
へ
没

入
さ
せ
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
る
と
考
え
る
。
後
に
分
る
よ
う
に
、
彼
に
依
る
と
、
同
じ
答
が
そ
れ
ら
二
つ
の
問
題

に
解
決
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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経
験

と
こ
ろ
で
推
理
は
何
物
か
か
ら
始
ま
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
無
限
に
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
因
果

の
推
理
は
我
々
の
記
憶
或
い
は
感
官
の
直
接
の
知
覚
に
始
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
原
因
或
い
は
結
果
と
呼
ば

れ
る
知
覚
の
み
が
現
前
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
相
関
者
は
観
念
に
お
い
て
推
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し

て
因
果
の
推
理
は
、
感
官
或
い
は
記
憶
の
現
在
の
知
覚
と
推
理
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
観
念
と
を
含
ん
で
い
る
。

従
っ
て
次
の
三
つ
の
事
柄
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
―
―
第
一
、
原
本
的
印
象
。
第
二
、
連
結
さ
れ
た
原
因
或

い
は
結
果
の
観
念
へ
の
移
行
。
第
三
、
そ
の
観
念
の
本
性
と
性
質
。
先
ず
感
覚
の
印
象
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の

究
極
の
原
因
は
「
人
間
理
性
に
よ
っ
て
は
完
全
に
説
明
さ
れ
得
な
い
」。
ま
た
記
憶
の
印
象
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

は
実
際
に
は
力
と
生
気 force and vivacity 

の
点
で
の
み
想
像
か
ら
判
別
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
第

二
の
問
題
、
即
ち
印
象
か
ら
観
念
へ
の
推
理
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
再
び
、
判
別
さ
れ
得
る
も
の
は
分
離
さ

れ
得
る
と
い
う
彼
の
説
に
基
づ
い
て
、次
の
如
く
論
じ
て
い
る
。
も
し
我
々
が
対
象
を
そ
の
も
の
と
し
て
考
察
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
我
々
が
形
作
る
観
念
を
越
え
て
見
な
い
な
ら
ば
、
何
等
か
他
の
も
の
の
存
在
を
含
む
よ
う
な
対
象

は
存
し
な
い
。
か
か
る
推
理
は
知
識
に
等
し
く
、
何
等
か
異
な
る
も
の
を
考
え
る
こ
と
の
絶
対
的
矛
盾
と
不
可
能

を
含
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
す
べ
て
の
判
別
さ
れ
る
観
念
は
分
離
さ
れ
得
る
か
ら
、
か
か
る
種
類
の
不
可
能
が

あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
我
々
が
現
在
の
印
象
か
ら
何
等
か
の
物
の
観
念
に
移
行
す
る
と
き
、
我
々
は
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そ
の
観
念
を
印
象
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
そ
の
代
り
に
何
等
か
他
の
観
念
を
代
置

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
ヒ
ュ
ー
ム
は
彼
の
原
子
論
に
基
づ
い
て
印
象
と
観
念
と
の
間
の
必
然
的
連

結
を
否
定
し
た
。

か
く
て
因
果
の
推
理
は
理
性
に
依
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
経
験
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
経
験
の
本
性
は
こ
う
で
あ
る
。「
我
々
は
或
る
種
の
物
の
存
在
す
る
場
合
を
屡
々
も
っ
た
こ
と

を
想
い
起
す
。
そ
し
て
ま
た
他
の
種
の
物
が
つ
ね
に
そ
れ
に
随
伴
し
、
そ
れ
に
対
す
る
近
接
と
継
起
の
規
則
的
な

秩
序
に
お
い
て
存
在
し
た
こ
と
を
想
い
起
す
。
例
え
ば
我
々
は
焔
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
物
を
見
た
こ
と
、
そ
し
て

熱
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
感
覚
を
感
じ
た
こ
と
を
想
い
起
す
。
同
じ
よ
う
に
我
々
は
過
去
の
す
べ
て
の
場
合
に
お
け

る
そ
れ
ら
の
不
断
の
結
合
を
想
起
す
る
。
そ
の
と
き
我
々
は
造
作
な
し
に
一
方
を
原
因
、
他
方
を
結
果
と
呼
び
、

一
方
の
存
在
か
ら
他
方
の
存
在
を
推
理
す
る
の
で
あ
る
」。
か
よ
う
に
し
て
我
々
は
原
因
と
結
果
と
の
間
の
一
つ

の
新
し
い
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
「
不
断
の
結
合
」constant conjunction 

で
あ

る
。
近
接
と
継
起
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
関
係
が
幾
多
の
場
合
に
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
我
々
が
認
め
な
い
限
り

は
、
我
々
を
し
て
二
つ
の
物
を
原
因
と
結
果
で
あ
る
と
宣
言
せ
し
め
る
に
不
十
分
で
あ
る
。
因
果
関
係
の
本
質
的

な
部
分
を
な
す
か
の
「
必
然
的
連
結
」necessary connexion 
の
本
性
を
発
見
す
る
た
め
に
、こ
の
「
不
断
の
結
合
」
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経
験

の
関
係
を
直
接
検
討
す
る
こ
と
が
利
益
で
あ
ろ
う
。
不
断
の
結
合
と
い
う
の
は
空
間
及
び
時
間
に
お
い
て
結
合
さ

れ
た
印
象
と
観
念
と
の
不
断
の
反
覆
で
あ
る
。
し
か
し
「
不
断
」
も
「
反
覆
」
も
不
断
に
反
覆
さ
れ
る
印
象
や
観

念
の
属
性
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
の
新
た
に
見
出
さ
れ
た
関
係
は
知
覚
の
何
等
か
の
判
別
さ
れ
得
る
特
性
の
発
見

を
意
味
し
な
い
。「
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
類
似
の
物
が
つ
ね
に
近
接
と
継
起
の
類
似
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
止
っ
て
い
る
。
…
…
我
々
は
何
等
の
新
し
い
観
念
も
発
見
し
得
ず
、
た
だ
我
々
の
心
の

対
象
を
重
複
し
得
る
の
み
で
拡
大
し
得
な
い
。
…
…
過
去
の
印
象
の
単
な
る
反
覆
か
ら
は
、
た
と
い
無
限
に
反
覆

さ
れ
よ
う
と
も
、
必
然
的
連
結
の
そ
れ
の
如
き
新
し
い
独
自
の
観
念
は
決
し
て
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。」
し
か
し

な
が
ら
何
等
か
の
物
の
不
断
の
結
合
の
発
見
の
後
に
、
我
々
は
つ
ね
に
一
つ
の
物
か
ら
他
の
物
へ
の
推
理
を
行
う

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
推
理
、
印
象
か
ら
観
念
へ
の
移
行
の
本
性
を
吟
味
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
ヒ

ュ
ー
ム
は
彼
の
結
論
を
予
想
し
つ
つ
、「
恐
ら
く
最
後
に
は
、必
然
的
連
結
は
こ
の
推
理
に
依
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
推
理
が
必
然
的
連
結
に
依
存
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。」
と
書
い
て
い
る
。＊

＊
　Treatise, p. 88.

さ
て
記
憶
或
い
は
感
覚
に
現
前
し
て
い
る
印
象
か
ら
、
原
因
或
い
は
結
果
と
呼
ば
れ
る
物
の
観
念
へ
の
移
行

は
、
過
去
の
経
験
と
そ
の
不
断
の
結
合
の
想
起
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
し
て
、
次
の
問
題
は
、
経
験
が
こ
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の
観
念
を
作
り
出
す
の
は
悟
性 understanding 

に
よ
っ
て
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
構
想
力 im

agination 

に
よ
っ

て
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
我
々
は
理
性
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
知
覚
の
一
定
の
聯
合
と
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
も
し
理
性
が

我
々
を
決
定
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
か
の
原
理
、「
我
々
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
場
合
は
我
々
が
経
験
し
た

こ
と
の
あ
る
場
合
に
類
似
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
自
然
の
過
程
に
つ
ね
に
斉
一
的
に
同
じ
で
あ
る
」
と
い

う
原
理
を
基
礎
と
し
て
進
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
か
か
る
こ
と
の
論
証
が
不
可
能
で
あ
る
の
は
、
そ
の
反
対

が
考
え
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
―
―
ヒ
ュ
ー
ム
が
こ
の
証
明
法
を
絶
え
ず
用
い
て
い
る
こ

と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
―
―
即
ち
我
々
は
少
な
く
と
も
自
然
の
過
程
の
う
ち
に
変
化
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
、
そ
の
こ
と
は
か
よ
う
な
変
化
が
絶
対
に
不
可
能
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
自
然
の
斉
一
性 

uniform
ity of nature 

は
論
証
的
に
証
明
さ
れ
得
な
い
、
そ
の
反
対
が
考
え
ら
れ
得
る
か
ら
。
こ
の
場
合
、
確
実

性
が
欠
け
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
蓋
然
性
に
頼
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
蓋
然
性
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ

た
観
念
の
関
係
で
は
な
く
却
っ
て
た
だ
物
の
関
係
を
顕
に
す
る
の
で
あ
り
、
或
る
点
で
は
我
々
の
記
憶
と
感
覚
に

基
づ
き
、
他
の
点
で
は
我
々
の
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
蓋
然
的
推
理
の
う
ち
に
何
等
の
印
象
の
混
入
も
な
い
な

ら
ば
、
そ
の
結
論
は
全
く
幻
影
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
何
等
の
観
念
の
混
入
も
な
い
な
ら
ば
、
関
係
を
観
察
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経
験

す
る
心
の
作
用
は
、
本
来
の
意
味
に
お
い
て
は
、
感
覚
で
あ
っ
て
推
理
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
あ
ら
ゆ

る
蓋
然
的
推
理
に
お
い
て
は
見
ら
れ
或
い
は
想
起
さ
れ
た
或
る
物
が
心
に
現
前
し
て
い
て
、
そ
の
も
の
か
ら
我
々

は
そ
れ
と
結
合
し
て
い
な
が
ら
見
ら
れ
も
想
起
さ
れ
も
し
な
い
或
る
物
を
推
理
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し

か
る
に
我
々
の
記
憶
と
感
覚
の
直
接
印
象
を
越
え
て
我
々
を
導
き
得
る
よ
う
な
物
の
唯
一
の
連
結
或
い
は
関
係
は

原
因
と
結
果
の
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
蓋
然
性
へ
の
推
理
も
こ
の
関
係
か
ら
独
立
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
従
っ
て

蓋
然
的
推
理
は
我
々
が
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
物
と
我
々
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
物
と
の
間
の
類
似
を
前
提
す

る
が
、
こ
の
前
提
が
そ
れ
自
身
蓋
然
性
に
依
存
し
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
因
果
の
推
理

が
理
性
を
基
礎
と
し
得
な
い
と
す
れ
ば
、
我
々
は
構
想
力
の
う
ち
に
そ
の
原
理
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

六

因
果
の
観
念
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
分
析
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
た
の
は
、
原
因
と
結
果
の
観
念
は
不

断
に
結
合
さ
れ
た
或
る
物
の
観
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
我
々
は
こ
の
結
合
の
理
由
を
洞
見
し
得
な
い
。
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我
々
は
た
だ
事
柄
自
体
を
観
察
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
つ
ね
に
不
断
の
結
合
か
ら
物
が
構
想
力
に
お
け
る
聯
結 

union in the im
agination 

を
獲
得
す
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。」
し
か
る
に
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
因

果
の
観
念
は
ひ
と
つ
の
「
哲
学
的
関
係
」
に
過
ぎ
ぬ
。
近
接
的
且
つ
継
起
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
不
断
の
反
覆
に

関
し
て
原
因
と
結
果
は
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
接
と
継
起
と
の
両
者
は
か
よ
う
な
配
置
と
態
様
と
に
あ
る

単
純
な
印
象
や
観
念
か
ら
判
別
さ
れ
得
る
秩
序
で
あ
る
に
し
て
も
、「
不
断
」
も
「
反
覆
」
も
不
断
に
反
覆
さ
れ

た
印
象
や
観
念
の
属
性
で
は
な
い
。
し
か
も
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
、
こ
の
哲
学
的
関
係
の
諸
要
素
、
即
ち
本
質
的

に
近
接
的
な
、
継
起
的
な
、
そ
し
て
不
断
に
結
合
さ
れ
た
印
象
と
観
念
が
聯
合
さ
れ
て
原
因
と
結
果
の
「
自
然
的

関
係
」
を
形
作
る
べ
き
内
容
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。「
か
よ
う
に
因
果
は
、
近
接
、
継
起
及
び
不
断
の
結
合
の

意
味
を
含
む
も
の
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
哲
学
的
関
係
で
あ
る
と
は
い
え
、
我
々
が
そ
れ
に
立
脚
し
て
推
理
し
、
或

い
は
そ
れ
か
ら
何
等
か
の
推
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
そ
れ
が
自
然
的
関
係
で
あ
る
限
り
に
お

い
て
の
み
で
あ
る
。」
そ
し
て
因
果
は
ま
さ
に
そ
れ
が
聯
合 association 

で
あ
る
限
り
に
お
い
て
哲
学
的
関
係
以

上
の
も
の
で
あ
る
。

因
果
の
推
理
に
お
け
る
印
象
か
ら
観
念
へ
の
移
行
の
本
性
に
つ
い
て
の
問
題
に
対
す
る
答
は
、か
よ
う
に
し
て
、

こ
の
移
行
が
理
性
の
作
用
で
な
く
聯
合
或
い
は
構
想
力
に
お
け
る
習
慣
の
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
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こ
で
我
々
は
元
に
戻
り
、
因
果
の
観
念
に
と
っ
て
最
も
本
質
的
な
必
然
的
連
結
の
観
念
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
る
。

我
々
の
求
め
て
い
た
の
は
そ
の
起
原
で
あ
っ
た
。
感
覚
的
経
験
に
お
い
て
本
質
的
に
近
接
的
な
、
継
起
的
な
、
そ

し
て
不
断
に
結
合
さ
れ
た
印
象
が
生
ず
る
。
と
こ
ろ
で
反
覆
さ
れ
た
印
象
の
観
察
は
同
一
の
観
念
を
反
覆
す
る
に

過
ぎ
な
い
故
に
、
我
々
は
先
へ
進
む
こ
と
が
で
き
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
一
層
立
ち
入

っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
反
覆
の
結
果
は
つ
ね
に
同
じ
で
な
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。「
な
ぜ
な
ら
度
々
の
反
覆
の

後
に
、
私
は
、
物
の
一
つ
が
現
れ
る
と
、
心
は
習
慣
に
よ
っ
て
そ
の
い
つ
も
の
随
伴
者
を
考
え
、
そ
し
て
初
め
の

物
に
対
す
る
そ
の
関
係
の
た
め
に
よ
り
強
い
光
に
お
い
て
そ
れ
を
考
え
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
見

出
す
。
そ
こ
で
、
私
に
必
然
性
の
観
念
を
与
え
る
の
は
こ
の
印
象
或
い
は
決
定
で
あ
る
。」
問
題
の
観
念
の
原
物

は
か
よ
う
に
し
て
感
覚
的
経
験
に
お
い
て
で
な
く
、
能
動
的
な
習
慣
の
内
的
な
印
象
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
先
ず
二
つ
の
点
、
即
ち
、
一
、
不
断
の
結
合
に
従
っ
て
原
因
か
ら
結
果
へ
の
推
理
は
何
等
か
生
ず

る
と
い
う
こ
と
、
二
、
印
象
や
観
念
の
単
な
る
反
覆
は
何
等
新
し
い
も
の
を
生
ぜ
し
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
か

で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
必
然
性
の
観
念
は
実
際
に
こ
の
反
覆
に
伴
っ
て
普
通
に
生
じ
、
し
か
も
反
覆
さ
れ

た
印
象
の
或
る
一
個
も
し
く
は
数
個
の
う
ち
に
複
写
さ
れ
て
い
な
い
故
に
、
反
覆
の
み
か
ら
か
の
観
念
が
生
ず
る
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の
で
な
く
、
却
っ
て
か
の
観
念
の
源
泉
で
あ
る
新
し
い
或
る
も
の
を
発
見
す
る
か
或
い
は
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
反
覆
が
新
し
い
何
物
も
開
示
し
得
な
い
こ
と
は
そ
の
場
合
明
ら
か
で
あ
る
。
更
に
、
不

断
の
結
合
の
み
で
は
そ
の
上
に
推
理
が
進
行
し
得
る
よ
う
な
連
結
或
い
は
原
理
を
生
ぜ
し
め
な
い
こ
と
も
既
に
明

ら
か
で
あ
る
。
か
く
て
結
合
さ
れ
た
知
覚
の
不
断
の
反
覆
が
新
し
い
或
る
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
も
生
産
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
反
覆
に
「
聯
合
の
や
さ
し
い
力
」the gentle force of 

association 

が
加
わ
る
と
き
、事
情
は
変
っ
て
く
る
。「
類
似
の
観
察
は
心
の
う
ち
に
新
し
い
印
象
を
生
産
す
る
」、

と
今
や
ヒ
ュ
ー
ム
は
い
う
。
必
然
性
の
観
念
が
類
似
の
観
察
の
結
果
で
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
、
彼
は
「
類
似
」 

resem
blance 

の
も
と
に
か
の
哲
学
的
関
係
の
み
で
な
く
、
ま
た
か
の
聯
合
の
自
然
的
関
係
を
理
解
す
る
の
で
あ

る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
類
似
は
観
念
聯
合
の
原
理
の
一
つ
で
あ
っ
た
。「
必
然
性
の
、
力
の
、
ま
た
効
果
の
観

念
が
出
て
く
る
の
は
こ
の
類
似
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
念
は
、
そ
れ
故
に
、
不
断
に
結
合
さ
れ
た
物
に
属
す

る
或
い
は
属
し
得
る
或
る
も
の
を
現
す
の
で
は
な
い
。＊

」
こ
こ
で
「
類
似
」
は
不
断
に
結
合
さ
れ
た
本
質
的
に
類

似
の
物
に
関
わ
る
と
同
時
に
、か
く
名
附
け
ら
れ
た
聯
合
の
自
然
的
関
係
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
一
緒
に
、

そ
の
感
じ
ら
れ
た
決
定
が
力
或
い
は
必
然
性
の
印
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
構
想
力
に
お
け
る
習
慣
を
形
作
る
の
で
あ

る
。「
必
然
性
の
観
念
は
或
る
印
象
か
ら
生
ず
る
。
我
々
の
感
官
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
印
象
で
そ
の
観
念
を
生
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ぜ
し
め
得
る
も
の
は
存
し
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
或
る
内
的
印
象
、
も
し
く
は
反
省
の
印
象
か
ら
出
て
こ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
習
慣
が
作
り
出
す
と
こ
ろ
の
一
つ
の
物
か
ら
そ
の
い
つ
も
の
随
伴
者
の
観
念
へ
移
り
ゆ
く
傾
向
性
の

ほ
か
今
の
問
題
に
何
等
か
の
関
係
を
有
す
る
内
的
印
象
は
存
し
な
い
。こ
れ
が
そ
れ
故
に
必
然
性
の
本
質
で
あ
る
。＊
＊」

か
よ
う
に
し
て
必
然
性
の
観
念
は
、
何
等
か
の
感
覚
の
印
象
か
ら
で
は
な
く
、
不
断
に
反
覆
さ
れ
た
結
合
物
の
観

念
が
そ
れ
に
お
い
て
聯
合
さ
れ
る
に
至
る
構
想
力
に
お
け
る
習
慣
の
感
じ
ら
れ
た
決
定
で
あ
る
と
こ
ろ
の
反
省
の

印
象
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

＊
　Treatise, p. 164.

＊
＊
　Ibid., p. 165.

か
よ
う
に
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
の
必
然
性
の
問
題
を
構
想
力
に
お
け
る
習
慣
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し

た
。「
経
験
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
推
理
は
、
そ
れ
故
に
、
理
性
の
結
果
で
な
く
て
、
習
慣
の
結
果
で
あ
る
。」「
従
っ

て
習
慣
は
人
生
の
偉
大
な
案
内
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
経
験
を
我
々
に
と
っ
て
有
利
な
ら
し
め
、
我
々
を
し

て
過
去
に
現
れ
た
の
と
類
似
の
出
来
事
の
連
鎖
を
未
来
に
向
っ
て
期
待
せ
し
め
る
唯
一
の
原
理
で
あ
る
。
習
慣
の

影
響
な
く
し
て
は
、
我
々
は
記
憶
や
感
覚
に
直
接
現
前
す
る
も
の
を
越
え
た
あ
ら
ゆ
る
事
実
に
つ
い
て
全
然
無
知

で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
如
何
に
手
段
を
目
的
に
適
応
せ
し
む
べ
き
か
、
或
い
は
如
何
に
我
々
の
自
然
力
を
或
る
結
果
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の
生
産
に
使
用
す
べ
き
か
を
我
々
は
知
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
行
動
並
び
に
思
弁
の
主
要
な
部
分
に
直

ち
に
行
詰
り
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。＊

」
経
験
は
理
性
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
経
験
の

原
理
は
因
果
で
あ
る
。
原
因
と
結
果
は
哲
学
的
関
係
で
あ
る
と
同
時
に
自
然
的
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
然
的
関

係
で
あ
る
の
は
構
想
力
に
お
け
る
習
慣
に
基
づ
く
に
依
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
を
想
い

起
す
。「
父
親
は
子
供
の
自
然
の
愛
が
消
え
失
せ
は
し
な
い
か
と
惧
れ
る
。
そ
れ
で
は
消
え
失
せ
易
い
か
か
る
自

然
と
は
何
か
。
習
慣
は
第
二
の
自
然
で
あ
っ
て
、
第
一
の
自
然
を
破
壊
す
る
。
だ
が
自
然
と
は
何
か
。
な
ぜ
習
慣

は
自
然
的
で
な
い
の
だ
。
習
慣
が
第
二
の
自
然
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
自
然
が
そ
れ
自
身
第
一
の
習
慣
で
な
い
の

か
を
私
は
甚
だ
恐
れ
る
の
で
あ
る
。」「
我
々
の
自
然
的
原
理
と
い
う
の
は
我
々
の
習
慣
的
に
な
っ
た
原
理
の
ほ
か

の
何
で
あ
る
か
。＊
＊」

因
果
の
必
然
的
連
結
の
観
念
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
原
因
と
結
果
の
自
然
的
関
係
の
感
じ
ら

れ
た
力
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

＊
　Enquiry, pp. 44, 45.

＊
＊
　Pascal, Pensées, 93, 92.

ヒ
ュ
ー
ム
が
分
析
し
た
他
の
一
つ
の
重
要
な
範
疇
、
実
体
の
範
疇
に
つ
い
て
も
、
彼
は
同
じ
よ
う
に
問
題
を
構

想
力
に
よ
っ
て
解
決
し
た
。
実
体
の
問
題
は
印
象
の
連
続
的
な
存
在
に
関
し
て
い
る
。
し
か
る
に
そ
れ
は
感
性
知
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覚
に
よ
っ
て
も
理
性
に
よ
っ
て
も
証
明
さ
れ
得
な
い
故
に
、「
そ
の
思
想
は
全
く
構
想
力
に
起
因
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。」
あ
ら
ゆ
る
印
象
は
内
的
な
、
消
滅
的
な
存
在
と
し
て
在
り
ま
た
現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
独
立
な
、

連
続
的
な
存
在
の
観
念
は
、
そ
の
性
質
の
或
る
も
の
と
構
想
力
の
性
質
と
の
協
力
か
ら
生
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
蓋
し
若
干
の
印
象
の
み
が
連
続
的
な
存
在
を
有
す
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
故
に
、
そ
の
信
念
は
若

干
の
印
象
に
固
有
な
或
る
性
質
か
ら
生
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
性
質
の
最
初
の
も
の
は
、
連
続
的
な

存
在
を
有
す
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
印
象
の
「
恒
常
性
」constancy 

で
あ
る
。
現
在
私
の
眼
の
前
に
横
た
わ

る
山
や
家
や
木
は
、
つ
ね
に
同
一
の
秩
序
に
お
い
て
私
に
現
れ
た
、
そ
し
て
私
が
眼
を
閉
じ
る
か
頭
を
転
ず
る
か

に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
見
失
う
場
合
、
私
は
直
ぐ
後
に
そ
れ
ら
が
少
し
の
変
更
も
な
く
私
に
還
る
の
を
見
出
す
の
で

あ
る
。
し
か
し
知
覚
の
秩
序
と
内
容
に
お
け
る
単
な
る
反
覆
は
そ
の
連
続
的
な
存
在
に
対
す
る
我
々
の
信
念
を
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
物
は
そ
の
知
覚
さ
れ
た
性
質
の
秩
序
に
お
い
て
も
性
格
に
お
い
て
も
屡
々
変

化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
、
か
よ
う
な
変
化
に
お
い
て
さ
え
、
そ
れ
は
「
一
貫
性
」coherence 

を
保
ち
、
相
互
に
規
則
的
な
依
存
関
係
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
一
種
の
因
果
か
ら
の
推

理
の
基
礎
で
あ
っ
て
、
そ
の
連
続
的
な
存
在
の
思
想
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
物
の
連
続
的
な
存
在
に
対
す
る
信

念
に
は
記
憶
と
感
覚
の
心
象
の
「
一
種
の
体
系
」、
恒
常
性
が
必
要
で
あ
る
。
知
覚
さ
れ
た
物
に
お
け
る
変
化
或
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い
は
差
異
は
も
と
よ
り
記
憶
や
感
覚
の
体
系
の
恒
常
性
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
し
か
も
か
よ
う
な
変

化
は
構
想
力
に
お
い
て
、
一
種
の
因
果
か
ら
の
推
理
に
よ
っ
て
、
反
覆
さ
れ
た
記
憶
像
や
感
覚
印
象
に
調
和
さ
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
室
に
坐
し
て
、
戸
の
開
か
れ
る
音
を
聞
き
、
配
達
夫
が
手
紙
を
持
っ
て
入
っ
て
く
る
の

を
見
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
彼
の
戸
、
彼
の
階
段
の
連
続
的
な
存
在
を
推
理
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
の
特
殊
な
音
、
彼

の
室
に
お
け
る
人
物
の
出
現
、
そ
し
て
手
紙
の
運
搬
に
関
係
し
て
、
か
よ
う
な
因
果
の
推
理
の
習
慣
が
彼
の
う
ち

に
形
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
聞
か
れ
た
音
、
現
れ
る
配
達
夫
と
手
紙
、
並
び
に
そ
れ
に
伴
う
記
憶
は
、
そ

れ
ら
の
も
の
そ
の
も
の
を
越
え
た
何
物
の
保
証
も
ヒ
ュ
ー
ム
に
与
え
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
出
現
と
記
憶
は
、

そ
れ
ら
と
聯
合
さ
れ
た
習
慣
の
作
用
を
活
動
さ
せ
る
故
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
よ
う
な
原
因
の
連
続
的
な
存
在
が

そ
れ
ら
の
出
現
の
反
覆
の
条
件
で
あ
る
と
推
理
す
る
。
感
覚
的
並
び
に
記
憶
的
経
験
が
構
想
力
の
習
慣
と
し
て
存

在
す
る
規
則
に
従
っ
て
拡
大
さ
れ
る
の
は
か
く
の
如
く
で
あ
る
。
現
在
の
印
象
が
こ
れ
と
主
要
な
点
で
は
類
似
し

て
い
る
が
部
分
的
に
は
相
違
し
て
い
る
経
験
の
記
憶
を
喚
び
起
す
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
現
在
の
経
験
に
お
け
る

変
化
は
そ
の
と
き
過
去
に
お
け
る
類
似
の
変
化
と
聯
合
さ
れ
た
原
因
へ
の
推
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
ヒ
ュ
ー

ム
が
一
時
間
の
不
在
の
後
彼
の
書
斎
に
帰
っ
た
と
き
、
彼
は
火
が
燃
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
見
出
す
。
し
か
し

そ
の
と
き
彼
は
他
の
場
合
に
類
似
の
時
間
に
類
似
の
変
化
が
、
彼
が
そ
こ
に
居
よ
う
と
居
ま
い
と
、
生
じ
た
こ
と
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経
験

を
見
慣
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
変
化
に
お
け
る
こ
の
一
貫
性
は
外
的
な
物
並
び
に
そ
の
恒
常
性
の
特
質
の
一

つ
で
あ
る
。恒
常
的
で
な
い
或
い
は
一
貫
的
で
な
い
変
化
は
構
想
力
に
お
け
る
習
慣
と
聯
合
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

進
ん
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
、「
事
実
に
関
す
る
す
べ
て
の
推
理
は
習
慣
か
ら
の
み
生
じ
、
そ

し
て
習
慣
は
た
だ
反
覆
さ
れ
た
知
覚
の
結
果
で
あ
り
得
る
か
ら
、
知
覚
を
越
え
て
習
慣
と
推
理
を
拡
張
す
る
こ
と

は
不
断
の
反
覆
と
連
結
の
直
接
の
自
然
的
な
結
果
で
あ
り
得
ず
、
或
る
他
の
原
理
の
協
力
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。」＊

か
よ
う
な
原
理
の
一
つ
は
、
構
想
力
が
記
憶
と
感
覚
の
体
系
を
越
え
て
、
オ
ー
ル
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ

た
ボ
ー
ト
の
よ
う
に
、
新
し
い
衝
動
な
し
に
そ
の
コ
ー
ス
を
進
む
と
い
う
傾
向
性
で
あ
る
。
こ
こ
に
ヒ
ュ
ー
ム
は

構
想
力
の
「
移
行
的
衝
動
」transitive im

pulse 

に
注
目
し
て
い
る＊
＊。

現
在
の
知
覚
に
お
け
る
一
貫
性
は
そ
れ
が

そ
れ
ら
の
知
覚
の
連
続
的
な
存
在
に
対
す
る
信
念
を
含
む
よ
う
に
拡
張
さ
れ
る
な
ら
ば
遥
か
に
大
き
い
が
、
こ
の

拡
張
は
構
想
力
の
か
よ
う
な
傾
向
性
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
連
結
に
お
け
る
習
慣
と
協
力
す
る
他
の
原
理
は
知

覚
の
恒
常
性
と
一
貫
性
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
に
依
る
と
、
因
果
の
推
理
は
移
行
的
で
あ
る
、
即
ち
そ
れ
は

記
憶
や
感
覚
を
越
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
因
果
の
推
理
に
よ
る
拡
張
は
習
慣
の
み
か
ら
生
ず
る
の
で
な
く
、
ま
た

構
想
力
の
移
行
的
衝
動
の
作
用
を
必
要
と
す
る
。
因
果
の
推
理
の
習
慣
は
記
憶
と
感
覚
の
体
系
の
う
ち
に
現
在
し

な
い
一
つ
の
要
素
を
含
み
、
聯
合
に
お
け
る
心
象
の
反
覆
に
還
元
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
要
素
は
構
想
力
の
移
行
的
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傾
向
性
で
あ
る
。

＊
　Treatise, p. 198.

＊
＊
　C

f. R
. W

. C
hurch, O

p. cit., pp. 136, 160.
七

翻
っ
て
考
え
る
に
、
因
果
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
説
は
、
論
証
的
知
識
と
事
実
の
知
識
と
の
区
別
か
ら
出
発
し

た
。
こ
の
区
別
は
一
応
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
永
遠
の
真
理 vérité éternelle 

と
事
実
の
真
理 vérité de fait 

と
の
区

別
に
比
し
て
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
依
る
と
、
永
遠
の
真
理
は
本
質
存
在
に
つ
い
て
の
真
理
で

あ
り
、
そ
の
原
理
は
矛
盾
の
原
理
で
あ
る
。
し
か
る
に
現
実
存
在
に
つ
い
て
は
そ
の
反
対
は
矛
盾
を
含
ま
な
い
か

ら
、
そ
の
原
理
は
矛
盾
の
原
理
で
な
く
て
充
足
理
由
の
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
も
、

直
観
的
論
証
的
知
識
は
現
実
の
存
在
か
ら
独
立
な
観
念
の
関
係
に
か
か
わ
り
、
そ
の
徴
表
は
、
反
対
は
理
解
さ
れ

得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
従
っ
て
そ
れ
は
矛
盾
の
原
理
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
事
実
に
つ
い
て

は
そ
の
反
対
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
反
対
は
矛
盾
を
含
ま
ず
、
従
っ
て
理
解
さ
れ
得
る
。
か
よ
う
な
事
実
の
知
識
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経
験

の
原
理
は
因
果
の
原
理
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
充
足
理
由
の
原
理
の
思
想
と
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
因

果
の
原
理
の
思
想
と
の
間
に
は
そ
の
限
り
或
る
一
致
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
の
知
識
の
原
理
は
、
合
理

主
義
者
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
充
足
理
由
の
原
理
と
考
え
ら
れ
、
経
験
主
義
者
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
因
果

の
原
理
と
考
え
ら
れ
た
。
広
く
充
足
理
由
の
原
理
の
う
ち
に
因
果
の
原
理
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。＊

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
方
が
存
在
論
的
で
あ
る
に
比
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
方
は
認
識
論
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
充
足
理
由
の
原
理
が
矛
盾
の
原
理
と
何
等
根
本
的
に
対
立
す
る
も
の
で
な
か
っ

た
の
に
反
し＊
＊、

ヒ
ュ
ー
ム
は
因
果
の
原
理
に
関
し
て
い
わ
ば
構
想
力
の
論
理
を
発
見
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
直
観
的
論
証
的
知
識
の
原
理
と
事
実
の
知
識
の
原
理
と
は
分
離
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ

た
。
大
陸
の
合
理
論
と
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
と
を
綜
合
し
た
と
い
わ
れ
る
カ
ン
ト
は
、
構
想
力
に
悟
性
と
感
性
と

の
綜
合
の
位
置
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

＊
　
こ
の
聯
関
に
お
い
て Schopenhauer, U

eber die vierfache W
urzel des Satzes vom

 zureichenden G
runde 

は
興

味
深
い
。

＊
＊
　
拙
稿
「
弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明
」〔
全
集
第
四
巻
収
録
〕
参
照
。

ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
、
因
果
は
事
実
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
推
理
の
原
理
で
あ
る
。
直
観
的
論
証
的
知
識
が
分
析
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的
で
あ
る
に
反
し
て
、
す
べ
て
の
綜
合
的
命
題
は
経
験
的
で
あ
る
。
経
験
は
そ
の
独
特
の
意
味
に
お
い
て
関
係
的

で
あ
る
。哲
学
的
諸
関
係
は
何
等
連
結 connections 

で
は
な
く
、し
か
し
聯
合
の
自
然
的
諸
関
係
は
連
結
で
あ
る
、

そ
れ
は
ま
た
「
統
一
或
い
は
結
合
の
原
理
」principles of union or cohesion 

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
綜
合
は
構

想
力
に
お
け
る
綜
合
で
あ
る
。
構
想
力
に
お
け
る
綜
合
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
「
知
識
」know

ledge 

即
ち
論
証

的
分
析
的
知
識
と
は
異
な
る
「
信
念
」belief 

即
ち
経
験
的
綜
合
的
知
識
の
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
は
先
ず
構

想
力
の
移
行
的
衝
動
に
基
づ
い
て
い
る
。
経
験
か
ら
の
推
理
は
我
々
の
記
憶
や
感
覚
を
越
え
て
我
々
を
連
れ
て
ゆ

く
。
あ
ら
ゆ
る
因
果
の
推
理
は
過
去
の
経
験
を
未
来
へ
移
し
入
れ
る
習
慣
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。＊

か
よ
う

な
構
想
力
の
移
行
的
傾
向
性
は
、
構
想
力
の
根
源
的
な
時
間
性
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
構
想
力
に
お
け

る
綜
合
は
時
間
に
お
け
る
綜
合
で
あ
る
。
因
果
の
推
理
は
過
去
の
経
験
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
が
、
過
去
の
経
験

は
一
種
の
偶
然
に
過
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う＊
＊。

単
に
そ
れ
自
身
と
し
て
考
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
過
去
の

経
験
は
同
じ
重
さ
を
も
っ
て
い
る
。
因
果
或
い
は
結
果
の
観
念
が
単
な
る
偶
然
と
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、

構
想
力
に
お
け
る
習
慣
の
内
部
に
お
け
る
聯
合
の
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
因
果
に
対
す
る
信
念
は
そ
の
聯
合
の
習

慣
に
お
け
る
印
象
と
観
念
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
物
或
い
は
実
体
に
対
す
る
信
念
も
同
様
で
あ
る
。
か
く
て
全
体

と
し
て
見
る
と
、
そ
れ
は
印
象
か
ら
で
も
な
く
観
念
か
ら
で
も
な
く
、
ま
た
項
の
な
い
聯
合
か
ら
で
も
な
く
、
構
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経
験

想
力
に
お
け
る
綜
合
か
ら
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
合
は
一
方
構
想
力
の
移
行
的
衝
動
に
お
い
て
、
他
方
習

慣
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。

＊
　Treatise, p. 134.

＊
＊
　Ibid., p. 136.

か
よ
う
に
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
に
お
い
て
構
想
力
は
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼

は
合
理
論
に
反
対
す
る
と
共
に
感
覚
的
現
象
論 sensory phenom

enalism
 

に
も
反
対
し
て
い
る
。
経
験
的
知
識

或
い
は
信
念
の
建
築
は
、
理
性
に
よ
っ
て
で
も
な
く
感
覚
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
構
想
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
普
通
の
見
方
に
依
る
と
、
構
想
力
と
い
う
の
は
「
我
々
の
よ
り
微
弱
な
観
念
を
作
る
能
力
」the 

faculty, by w
hich w

e form
 our fainter ideas 

で
あ
る
。＊

し
か
る
に
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
哲
学
の
あ
ら
ゆ
る
体
系
の
最

後
の
審
判
者
」＊
＊

と
考
え
る
構
想
力
は
、
通
俗
の
意
見
の
そ
れ
で
も
な
く
古
代
の
哲
学
の
そ
れ
で
も
な
い
。
悟
性
に

関
す
る
彼
の
研
究
の
結
論
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
記
憶
、
感
覚
及
び
悟
性
は
、
そ

れ
故
に
、
そ
の
す
べ
て
は
、
構
想
力
或
い
は
我
々
の
観
念
の
生
気 im

agination, or the viva city of our ideas 

を

基
礎
と
し
て
い
る
。
＊
＊
＊」
尤
も
、
構
想
力
を
哲
学
の
あ
ら
ゆ
る
体
系
の
最
後
の
審
判
者
と
考
え
る
た
め
に
は
、「
私
は

構
想
力
に
お
い
て
、
原
因
か
ら
結
果
へ
の
、
ま
た
結
果
か
ら
原
因
へ
の
、
習
慣
的
移
行
の
如
き
、
不
変
な
、
不
可
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抗
的
な
、
一
般
的
な
原
理
と
、
そ
し
て
…
…
変
り
易
い
、
弱
い
、
不
規
則
な
原
理
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
前
者
は
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
と
行
動
の
基
礎
で
あ
り
、
か
く
て
そ
れ
を
取
り
去
れ
ば
人
間
性
は
直
ち
に
亡

び
、
破
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」「
悟
性
」
と
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
「
構
想
力
の
一
般
的
な
、
よ
り
確
立
さ
れ

た
諸
性
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」the understanding, that is, the general and m

ore establish’d properties of the 

im
agination. 

そ
し
て
自
然
的
関
係
と
い
う
の
は
構
想
力
に
お
け
る
統
一
と
結
合
の
原
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
構

想
力
の
感
じ
ら
れ
た
力
が
信
念
に
お
け
る
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
が
、
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
に
し

て
も
非
哲
学
的
な
蓋
然
性
は
斥
け
、
よ
り
少
な
く
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
に
し
て
も
哲
学
的
な
蓋
然
性
は
容
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
困
難
は
一
般
的
規
則
の
影
響
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
ほ
か
、
除
か
れ
な
い
、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
述
べ
て
い
る
。
問
題
の
規
則
と
い
う
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が

因
果
に
関
す
る
我
々
の
判
断
を
規
制
す
べ
き
規
則
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
則
は
我
々
の
悟
性
の
本
性
の
上
に
形

作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
か
か
る
も
の
と
し
て
八
つ
の
規
則
を
掲
げ
、
そ
し
て
云
っ
て
い
る
、「
こ

こ
に
私
が
私
の
推
理
に
お
い
て
使
用
す
る
の
を
適
当
と
考
え
る
す
べ
て
の
論
理
が
あ
る
、
し
か
も
恐
ら
く
こ
れ
と

て
も
非
常
に
必
要
で
な
く
、
我
々
の
悟
性
の
自
然
的
原
理
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
。
＊
＊
＊
＊」
ヒ
ュ
ー
ム
は

因
果
の
推
理
を
支
配
す
る
規
則
を
我
々
の
悟
性
の
本
性
の
分
析
の
う
ち
に
見
出
す
の
で
あ
る
。「
我
々
の
ス
コ
ラ
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経
験

的
智
者
や
論
理
家
」
の
誇
張
を
排
し
て
、
彼
は
、
本
来
の
論
理
は
悟
性
の
本
性
―
―
そ
れ
が
因
果
の
推
理
の
習
慣

か
ら
成
る
限
り
―
―
か
ら
成
る
と
考
え
た
。

＊
　Treatise, p. 117, footnote.

＊
＊
　Ibid., p. 225.

＊
＊
＊
　Ibid., p. 265.

＊
＊
＊
＊ Ibid., p. 175.

経
験
は
構
想
力
に
お
け
る
綜
合
を
根
本
原
理
と
す
る
が
、
こ
の
も
の
は
一
方
構
想
力
の
移
行
的
傾
向
性
を
、
他

方
構
想
力
に
お
け
る
習
慣
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
習
慣
も
ま
た
移
行
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な

ぜ
な
ら
「
習
慣
は
同
じ
こ
と
を
未
来
に
向
っ
て
期
待
す
る
よ
う
に
私
を
決
定
す
る
他
の
原
理
で
あ
る
」
か
ら
。＊

習

慣
は
想
起
さ
れ
た
経
験
と
期
待
の
習
慣
と
の
協
働
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
習
慣
は

真
に
結
合
的
或
い
は
綜
合
的
で
あ
る
。
構
想
力
が
移
行
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
単
に
移
行
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
な
く
、
同
時
に
、
移
行
す
る
も
の
を
一
つ
の
現
在
に
お
い
て
把
持
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
に
よ
っ
て
構
想
力
は
真
に
綜
合
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
構
想
力
が
移
行
的
で
あ
る
と
同
時
に

移
行
す
る
も
の
を
一
つ
の
現
在
に
お
い
て
把
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
単
に
時
間
的
で
な
く
、
時
間
的
で



三
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あ
る
と
共
に
、
永
遠
を
象
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
構
想
力
の
先
験
性
が
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
ュ
は
構
想
力
に
「
第
一
次
的
構
想
力
」the prim

ary im
agination 

と
「
第
二
次
的
構
想
力
」

the secondary im
agintion 

と
を
区
別
し
た
。
第
一
次
的
構
想
力
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
知
覚
の
生
命
的
な
、
原

動
的
な
作
用
で
あ
り
、
無
限
な
る
「
私
は
在
る
」I am

 

に
お
け
る
創
造
の
永
遠
な
る
行
為
の
有
限
な
る
精
神
に

お
け
る
反
覆
と
見
ら
れ
、
第
二
次
的
構
想
力
は
、
自
覚
的
な
意
志
と
共
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
前
者
の
反
響
で

あ
り
、
し
か
も
そ
の
作
用
の
種
類
に
お
い
て
は
第
一
次
的
構
想
力
と
同
一
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
程
度
、
そ
の
活

動
の
様
態
に
お
い
て
の
み
異
な
る
も
の
と
見
ら
れ
る＊
＊。
こ
こ
に
我
々
は
構
想
力
に
関
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
に
類

す
る
説
を
認
め
得
る
が
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
ュ
の
述
べ
て
い
る
の
は
構
想
力
の
先
験
性
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
創
造
性

で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
と
観
念
模
写
説
と
は
も
ち
ろ
ん
そ
こ
ま
で
行
く
こ
と
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
他
方
、
如
何
に
構
想
力
の
先
験
性
と
創
造
性
と
を
強
調
す
る
に
し
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
悟
性
論
の
基
礎

と
さ
れ
た
よ
う
な
習
慣
の
問
題
を
全
く
除
い
て
構
想
力
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー

ム
に
依
る
と
、
経
験
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
推
理
は
習
慣
の
結
果
で
あ
る
。
自
然
の
斉
一 uniform

ity of nature 

の
原

理
を
保
証
す
る
も
の
は
習
慣
で
あ
る
。
自
然
的
諸
関
係
は
聯
合
に
基
づ
く
の
で
あ
る
が
、
聯
合
は
習
慣
に
よ
っ
て

そ
の
意
味
を
発
揮
し
得
る
の
で
あ
る
。
習
慣
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
い
、
偶
然
的
、
類
似
も
し
く
は
接
近
に
よ
る
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聯
合
は
、
信
念
の
力
を
有
し
な
い
。
現
在
の
印
象
と
生
々
し
た
観
念
と
の
聯
合
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
が
「
現
実
の
存

在
」
に
対
す
る
信
念
で
あ
る
の
で
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
聯
合
が
「
単
な
る
気
紛
れ
」
の
事
柄
で
な
く
て
確
立
さ

れ
た
習
慣
に
依
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る＊
＊
＊。
習
慣
が
経
験
或
い
は
自
然
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
科
学

的
な
自
然
や
経
験
に
お
い
て
は
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
経
験
を
行
為
的
経
験
と
解
し
、
自
然
を
歴
史

的
自
然
と
解
す
る
と
き
、
遥
か
に
深
い
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
そ
の
原
子
論
と

機
械
的
な
観
念
聯
合
説
に
従
っ
て
習
慣
そ
の
も
の
も
機
械
的
に
捉
え
ら
れ
た
。「
過
去
の
反
覆
か
ら
何
等
の
新
し

い
推
理
も
し
く
は
結
論
な
し
に
出
て
く
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
我
々
は
習
慣
と
称
す
る
」、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
定
義
し

て
い
る
。
し
か
し
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
習
慣
は
単
な
る
反
覆
か
ら
は
説
明
さ
れ
な
い
。
習
慣
が
観
念
聯
合
か
ら

説
明
さ
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
観
念
聯
合
も
習
慣
か
ら
説
明
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
習
慣
も
ま
た
コ
ー
ル
リ
ッ

ジ
ュ
の
い
わ
ゆ
る essem

plastic pow
er

「
造
形
力
」
と
し
て
の
構
想
力
の
作
用
の
結
果
で
あ
る
。

＊
　Treatise, p. 265.

＊
＊
　S. T. C

oleridge, Biographia literaria.

＊
＊
＊
　Treatise, p. 109.

ヒ
ュ
ー
ム
の
悟
性
論
の
結
論
は
、
ス
ペ
エ
ル
の
い
っ
た
如
く
、
悟
性
と
構
想
力
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
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〇

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
因
果
や
実
体
の
如
き
範
疇
の
基
礎
も
構
想
力
に
お
け
る
習
慣
に
求
め
ら
れ
た
。
し
か
る
に
そ

の
思
想
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
懐
疑
論
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
懐
疑
論
を
超
え
る
た
め

に
は
構
想
力
の
先
験
性
と
論
理
性
と
を
深
く
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
我
々
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
独
断

の
眠
か
ら
覚
ま
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
懐
疑
論
を
克
服
し
た
と
い
わ
れ
る
カ
ン
ト
に
就
い
て
構
想
力
の
問
題
を
更
に

追
求
し
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。

八

カ
ン
ト
の
問
題
も
ま
た
経
験
で
あ
っ
た
。
純
粋
理
性
批
判
は
経
験
の
批
判
で
あ
る
。「
カ
ン
ト
は
経
験
の
概
念

を
新
た
に
加
工
し
た
」、
と
既
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
が
い
っ
て
い
る
。
コ
ー
ヘ
ン
に
依
る
と
、
カ
ン
ト
は
「
経
験
の
ひ

と
つ
の
新
し
い
概
念
」
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
純
粋
理
性
批
判
は
「
経
験
の
理
論
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
経
験
の

論
理
で
あ
る
と
同
時
に
経
験
の
形
而
上
学
で
あ
っ
た
。＊

＊
　「
経
験
の
形
而
上
学
」M

etaphysik der Erfahrung 
と
い
う
語
は “K

ants Theorie der Erfahrung” 

の
著
者
コ
ー

ヘ
ン
そ
の
人
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。 V

gl. H
erm

ann C
ohen, K

om
m

entar zu K
ants K

ritik der reinen 
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Vernunft, V
ierte, unveränderte A

uflage 1925, S. 4.
カ
ン
ト
の
経
験
の
理
論
に
お
け
る
構
想
力
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
我
々
は
先
ず
彼
に
お
け
る
こ
の

概
念
の
来
歴
に
一
瞥
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
元
来
カ
ン
ト
は
こ
の
概
念
を
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
形
而
上
学

か
ら
取
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。＊

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
上
級
認
識
能
力 facultas cognoscitiva superior 

即
ち
悟

性 intellectus 

に
対
し
て
下
級
認
識
能
力 facultas cognoscitiva inferior 

を
区
別
し
た
。
後
者
は
感
覚 sensus

（Sinn

）、
構
想
力 phantasia
（Einbildungskraft

）、
識
別
力 perspicacia

（U
nterscheidungsverm

ögen

）、

記
憶 m

em
oria

（G
edächtnis

）、
想
像
力 facultas fingendi

（D
ichtungsverm

ögen

）、
先
見
力 praevisio

（Vorhersehungsverm
ögen

）、
判
断
力 judicium

（das Verm
ögen, zu beurteilen

）、
予
期
力 praesagatio

（das 
Verm

ögen, etw
as zu erw

arten

）、
及
び
構
図
力 facultas characteristica

（das Verm
ögen der Zeichenkunde

）

に
分
た
れ
た
。
こ
れ
が
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
著
作
の
五
一
九
―
六
五
〇
節
に
論
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

構
想
力
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
見
解
の
主
要
な
文
献
的
源
泉
で
あ
る
。
種
々
の
「
能
力
」
に
関
す
る
バ
ウ
ム
ガ
ル

テ
ン
の
分
類
は
、
た
だ
上
級
認
識
能
力
と
下
級
認
識
能
力
と
の
区
別
が
体
系
的
で
あ
る
の
み
で
、
そ
の
他
は
単
に

諸
機
能
を
並
列
的
に
挙
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。そ
の
う
ち
カ
ン
ト
の
構
想
力
の
概
念
と
特
に
関
係
が
あ
る
の
は
、

右
の
構
想
力
、
記
憶
、
想
像
力
で
あ
る＊
＊。
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＊
　
カ
ン
ト
が
利
用
し
た B

aum
garten 

の “M
etaphysica”

（
第
四
版
一
七
五
七
年
）
の
経
験
心
理
学 Psychologia 

em
pirica 

の
部
分
は
、
カ
ン
ト
の
説
明
と
共
に
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
著
作
集
第
十
五
番
に
復
刻
さ
れ
て
い
る
。

【K
ant’s gesam

m
elte schriften, X

V
II

】

＊
＊
　V

gl. R
aym

und Schm
idt, K

ants Lehre von der Einbildungskraft, 1924.

構
想
力
と
は
、嘗
て
感
覚
に
現
在
し
た
知
覚
を
、対
象
が
現
在
し
な
い
場
合
再
び
表
象
す
る
能
力
で
あ
る（H

abeo 

facultatem
 im

aginandi seu phantasiam
. C

um
que im

aginationes m
eae sint perceptiones rerum

, quae olim
 

praesentes fuerunt, sunt sensorum
, dum

 im
aginor, absentium

.

）。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
あ
の
有
名
な
定
式
を

転
じ
て
、「
先
ず
感
官
の
う
ち
に
な
か
っ
た
何
物
も
構
想
力
の
う
ち
に
な
い
」（N

ihil est in phantasia, quod non 

ante fuerit in sensu

）
と
い
っ
て
い
る
。
構
想
力
の
像 im

aginationes 

は
観
念
聯
合 associatio idearum

 

の
法
則

に
従
い
、
こ
の
法
則
は
い
わ
ば
全
体
性
の
法
則
（percepta idea partiali recurrit eius totalis

）
で
あ
る
。＊

記
憶

は
こ
の
（
再
生
的
）
構
想
力
と
は
全
く
独
立
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
構
想
力
に
よ
っ
て
再
生
さ
れ
た
表

象
を
嘗
て
意
識
の
う
ち
に
現
在
し
た
も
の
と
し
て
再
認
す
る
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
が
感
覚
表
象
の
再
認
に
関
わ

る
場
合
感
覚
的
記
憶 m

em
oria sensitiva 

と
呼
ば
れ
、
概
念
的
内
容
の
再
認
に
関
わ
る
場
合
知
的
記
憶 m

em
oria 

intellectualis 

と
呼
ば
れ
る
。
記
憶
の
う
ち
に
は
共
通
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
を
表
象
す
る
力
が
働
い
て
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い

る
（R

epraesentatis pluribus perceptionibus successivis, usque ad praesentem
, partialem

 com
m

unem
 

habentibus, partialis com
m

unis repraesentur, ut contenta in antecedente et sequente.

）。
想
像
力
と
は
、
バ

ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
依
る
と
、
再
生
さ
れ
た
意
識
内
容
を
分
析
し
て
諸
部
分
を
新
し
い
独
立
の
構
成
体
に
再
び
組
合

わ
せ
る
特
殊
な
能
力
で
あ
る
。
こ
の
能
力
も
ま
た
或
る
全
体
性
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
（Phantasm

atum
 partes 

percipiuntur, ut unum
 totum

.

）。
詩
的
想
像
力 facultas fingendi poetica 

は
そ
の
一
つ
の
種
類
と
し
て
取
扱
わ

れ
て
い
る
。

＊
　
こ
の
定
式
は
後
に
ス
タ
ウ
ト
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。C

f. G
. F. Stout, Analytic psychology, Fourth 

edition 1918, Vol. 1, p. 270.

【G
eorge Frederick Stout, 1860-1944

】

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
説
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
屡
々
講
義
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
は
先
ず
そ
れ
に
依
拠
し
て

構
想
力
の
概
念
の
闡せ
ん
め
い明

を
企
て
た
。
ペ
リ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
講
義
に
お
い
て
、
構

想
力
或
い
は
そ
こ
で
ま
た
名
附
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
依
る
と
形
成
力 die “bildende” K

raft 

は
次
の
三
つ
の
形
式

に
お
い
て
現
れ
る
。＊

―
―
一
、
現
在
の
表
象
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
現
形
成 A

bbildung 

の
能
力
と
し
て
。
二
、

過
去
か
ら
表
象
を
取
り
出
し
て
現
在
の
そ
れ
と
（
聯
合
に
よ
っ
て
）
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
追
形
成 N

achbildung 

の
能
力
と
し
て
。
三
、
現
在
の
表
象
の
過
去
に
対
す
る
関
係
に
従
っ
て
現
在
の
表
象
か
ら
未
来
の
そ
れ
を
形
成
す
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る
と
こ
ろ
の
先
形
成 Vorbildung 

の
能
力
と
し
て
。
こ
の
分
類
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
現
在
、
過

去
及
び
未
来
と
い
う
時
間
の
方
向
に
依
る
純
粋
に
形
式
的
な
原
理
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
現
形
成
の
能
力
に
お
い
て
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
感
覚 sensus

、
追
形
成
の
能
力
に
お
い
て
は
バ
ウ
ム

ガ
ル
テ
ン
の
記
憶 m

em
oria

、
そ
し
て
先
形
成
の
能
力
に
お
い
て
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
先
見
力 praevisio 

を

認
め
得
る
に
し
て
も
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
は
異
な
り
構
想
力 Einbildungskraft 

が
そ
れ

ら
の
上
位
概
念
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
分
類
の
図
式
が
時
間
を
原
理
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
我
々
は
純
粋
理
性
批
判

に
お
け
る
先
験
的
構
想
力
の
本
来
の
領
分
が
時
間
で
あ
る
と
い
う
説
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
形
而
上

学
講
義
に
お
い
て
は
、
こ
の
分
類
と
並
ん
で
、
同
じ
く
構
想
力
の
三
つ
の
機
能
を
示
す
他
の
分
類
が
現
れ
て
い

る
。
―
―
一
、Einbildung  

【
想
像
・
空
想
】
の
能
力
、
即
ち
対
象
の
現
実
性
か
ら
独
立
に
、
自
分
か
ら
像
を
作
り

出
す
能
力
。
二
、G

egenbildung 

の
能
力
。
対
象 G

egenbild 

は
他
の
物
の
像
を
作
り
出
す
の
に
役
立
つ
の
で
あ

っ
て
、
言
葉
は
物
の
表
象
を
描
く
た
め
の
か
よ
う
な
対
象
で
あ
る
。
三
、A

usbildung 

【
形
成
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
】
の

能
力
。
そ
れ
は
全
体
の
理
念
を
作
っ
て
対
象
を
全
体
の
理
念
と
比
較
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
い
ま
初
め
の
二
つ
の

能
力
に
お
い
て
我
々
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の facultas fingendi

（
生
産
的
想
像
力
）
と facultas characteristica

（
構
図
力
）
を
そ
れ
ぞ
れ
再
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
構
想
力
と
い
う
一
つ
の
も
の
に
還
元



三
三
五

第
四
章　

経
験

さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
分
類
が
時
間
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、こ
の
分
類
は
空
間
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
。

“Ein”, “G
egen”, “A

us” 

と
い
う
前
綴
は
空
間
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
空
間
を
ま
た
構
想
力
の

領
分
と
す
る
先
験
哲
学
の
理
論
の
前
段
階
を
見
る
の
で
あ
る
。
な
お
形
而
上
学
講
義
に
お
い
て
、
形
成
力
即
ち
構

想
力
は
ま
た
時
に
そ
の
作
用
の
仕
方
の
有
意
性 W

illkülichkeit 

と
無
意
性
の
見
地
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
際
、
構
想
力
の
無
意
的
な
作
用
は
下
級
の
認
識
能
力
と
し
て
の
感
性
に
、
そ
し
て
そ
の
有
意
的
な
作
用
は
上
級

の
認
識
能
力
に
、
従
っ
て
悟
性
に
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
か
く
て
構
想
力
の
領
分
が
感
性
の
限
界
を
超
え
て
悟

性
の
領
域
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る
構
想
力
の
地
位
に
関
聯
し
て
注
目
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
既
に
構
想
力
は
理
性
と
も
関
係
附
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
第
二
の
分

類
に
お
け
る A

usbildung 

の
能
力
と
し
て
の
構
想
力
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の phantasia 

に
比
較
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
れ
は
右
に
記
し
た
如
く
全
体
の
理
念
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
理
念
の
能
力
も
し
く
は
全
体
性
の
能

力
と
考
え
ら
れ
る
理
性
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
図
式
は

種
々
の
方
向
に
変
化
さ
れ
、
そ
の
際
彼
の
カ
ン
ト
の
構
想
力
の
概
念
の
特
徴
は
既
に
決
定
的
に
現
れ
出
て
い
る
の

で
あ
る
。

＊
　Pölitz, I. K

ants Vorlesungen über die M
etaphysik, 2. A

ufl. nach der A
usgabe v. 1821 neu herausgegeben 
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von K
. H

. Schm
idt, 1924.

形
而
上
学
講
義
に
お
け
る
構
想
力
の
概
念
が
明
ら
か
に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
心
理
学
か
ら
の
来
歴
を
示
し
て
い

る
の
に
反
し
て
、
人
間
学
（Anthropologie in pragm

atischer H
insicht, 1798.

）
に
お
け
る
カ
ン
ト
は
遥
か
に

多
く
独
立
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
前
者
に
お
け
る
分
類
が
や
や
外
面
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
後
者
に
お
け
る

分
類
の
図
式
は
い
わ
ば
諸
機
能
の
構
造
そ
の
も
の
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
こ
の
能
力
の
若
干
の
面
の
特
徴

附
け
は
明
瞭
に
先
験
哲
学
の
影
響
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
構
想
力
は
何
よ
り
も
生
産
的 produktiv 

と
再
生

的 reproduktiv 

と
に
分
た
れ
て
い
る
。
構
想
力 facultas im

aginandi 

は
「
対
象
が
現
在
し
な
く
て
も
直
観
す
る

能
力
」ein Verm

ögen der A
nschauungen auch ohne G

egenw
art des G

egenstandes 

と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ

し
て
生
産
的
構
想
力
は
対
象
の
根
源
的
表
出  exhibitio originaria 

そ
れ
故
に
経
験
に
先
行
す
る
表
出
の
能
力
で

あ
り
、
再
生
的
構
想
力
は
派
生
的
表
出 exhibitio derivativa 

即
ち
以
前
に
持
た
れ
た
経
験
的
直
観
を
心
に
喚
び

戻
す
表
出
の
能
力
で
あ
る
。「
純
粋
な
空
間
及
び
時
間
の
直
観
は
前
の
表
出
に
属
し
て
い
る
、
他
の
す
べ
て
は
経

験
的
直
観
を
前
提
し
、
こ
の
も
の
は
、
そ
れ
が
対
象
の
概
念
と
結
合
さ
れ
、
そ
れ
故
に
経
験
的
認
識
と
な
る
場
合
、

経
験
と
呼
ば
れ
る
。」＊

純
粋
な
空
間
及
び
時
間
の
直
観
が
生
産
的
構
想
力
の
根
源
的
表
出
に
属
す
る
と
い
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
や
が
て
純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る
説
と
比
較
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
構
想
力
の
生
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産
性
は
、
以
前
に
我
々
の
感
覚
能
力
に
全
く
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
感
覚
表
象
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

意
味
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
構
想
力
は
如
何
に
偉
大
な
芸
術
家
、
い
な
魔
術
師
で
あ
る
に
し
て
も
、
か
か
る
意

味
に
お
い
て
「
創
造
的
」
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
形
成
に
対
す
る
素
材
を
感
覚
か
ら
取
っ
て
こ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
構
想
力
の
形
成
物
は
悟
性
の
概
念
の
よ
う
に
一
般
的
に
伝
達
さ
れ
得
な
い
。
そ
の
際
カ
ン

ト
が
「
感
覚
」Sinn
（
つ
ね
に
た
だ
単
数
に
お
い
て
）
と
い
う
語
の
特
殊
な
意
味
に
注
意
し
て
い
る
の
は
興
味
が

あ
る
。
即
ち
伝
達
に
お
け
る
構
想
力
の
表
象
に
対
す
る
感
受
性
が
感
覚
と
呼
ば
れ
る
。「
こ
の
人
間
は
そ
れ
に
対

し
て
何
等
の
感
覚
も
持
た
ぬ
」、と
ひ
と
は
い
う
。
こ
の
場
合
感
覚
の
無
能
力
で
は
な
く
、む
し
ろ
一
部
分
悟
性
の
、

伝
達
さ
れ
た
表
象
を
捕
捉
し
、
思
惟
に
お
い
て
結
合
す
る
無
能
力
が
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
常
の
用
語
に

お
い
て
極
め
て
普
通
の
感
覚
と
い
う
語
は
か
よ
う
に
し
て
構
想
力
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ナ
ン
セ
ン
ス

（U
nsinn

）
で
あ
る
と
か
、
そ
の
う
ち
に
は
豊
か
な
ま
た
は
深
い
ジ
ン Sinn 

が
あ
る
と
か
と
い
い
、
或
い
は der 

gesunde M
enschenverstand 

を G
em

einsinn 
と
称
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
ジ
ン
と
い
う
語
は
同
じ
く
構
想
力

に
関
係
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う＊
＊。
更
に
天
才
を
定
義
し
て
、「
構
想
力
の
独
創
性
（
模
倣
的
で
な
い

生
産
）
は
、
そ
れ
が
概
念
に
一
致
す
る
場
合
、
天
才
と
呼
ば
れ
る
」、
と
い
っ
て
い
る
の
は＊
＊
＊、
判
断
力
批
判
に
お

け
る
構
想
力
の
問
題
と
比
較
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
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＊
　A

nthropologie § 28, A
k. A

usgabe, B
d. V

II, S. 167.
＊
＊
　O

p. cit., S. 169.

＊
＊
＊
　O

p. cit., § 30, S. 172. 

更
に § 57, S. 224  

を
見
よ
。

生
産
的
構
想
力
の
感
覚
的
想
像
力
は
三
つ
の
種
類
に
分
た
れ
る
。
一
、
形
成
の
感
覚
的
想
像
力 das sinnliche 

D
ichtungsverm

ögen des B
ildung 

即
ち
空
間
に
お
け
る
直
観
の
形
塑
的
能
力
（im

aginatio plastica

）。
そ
の

無
意
的
な
作
用
が
想
像 Phantasie 

で
あ
り
、
そ
の
有
意
的
な
作
用
は
構
成
と
か
発
明
と
か
と
呼
ば
れ
て
芸
術

的
創
造
の
力
で
あ
る
。
二
、
聯
合
の
感
覚
的
想
像
力 das sinnliche D

ichtungsverm
ögen der B

eigesellung 

即

ち
時
間
に
お
け
る
直
観
の
聯
合
的
能
力
（im

aginatio associans

）。
聯
合
の
法
則
は
、
し
ば
し
ば
継
起
す
る
経

験
的
表
象
は
、
心
の
う
ち
に
習
慣
を
作
り
、
一
つ
が
現
れ
る
と
き
他
も
ま
た
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
近
接
の
法
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
三
、
親
和
の
感
覚
的
想
像
力 das sinnliche D

ichtungsverm
ögen der 

Verw
andtschaft 

即
ち
表
象
相
互
の
共
通
の
由
来
に
よ
る
親
和
の
能
力
（affinitas

）。
親
和
と
は
多
様
な
も
の
の

一
つ
の
根
基
か
ら
の
由
来
に
よ
る
結
合
を
意
味
し
て
い
る
。
構
想
力
の
戯
れ
は
こ
の
場
合
そ
れ
に
素
材
を
与
え
る

感
性
の
法
則
に
従
い
、
そ
の
聯
合
は
、
規
則
の
意
識
な
し
に
し
か
も
規
則
に
適
っ
て
、
か
く
て
悟
性
か
ら
（aus

）

導
来
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
は
い
え
悟
性
に
適
っ
て
（gem

äss
）
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の
見
解
に
お
い
て
カ
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ン
ト
が
習
慣
に
基
づ
く
聯
合
を
生
産
的
構
想
力
に
属
せ
し
め
た
こ
と
は
、詳
し
い
説
明
に
欠
け
て
い
る
と
は
い
え
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
な
お
機
械
的
な
思
想
に
対
比
し
て
深
い
示
唆
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
先
験
哲
学
に
お
け
る
構
想
力

の
理
論
と
特
に
重
要
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
は
親
和
の
感
覚
的
想
像
力
の
説
で
あ
る
。
そ
の
際
彼
は
書
い
て
い

る
、「
悟
性
と
感
性
と
は
、
種
類
を
異
に
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
恰
も
一
が
他
か
ら
、
或
い
は
両
者
が
一
の
共
通
の

系
統
か
ら
起
っ
た
か
の
よ
う
に
、我
々
の
認
識
を
生
ず
る
た
め
に
お
の
ず
と
親
和
す
る
。」
尤
も
そ
の
事
情
は
「
少

な
く
と
も
我
々
に
と
っ
て
は
理
解
し
得
ず
」、
そ
れ
を
探
ろ
う
と
す
る
と
き
人
間
的
理
性
は
闇
の
う
ち
に
迷
わ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。＊

＊
　Anthropologie § 31, S. 177. 
親
和
（Verw

andtschaft, affinitas

）
と
い
う
語
は
化
学
か
ら
取
っ
て
こ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
現
象
は
無
生
物
に
お
い
て
も
生
物
に
お
い
て
も
、
物
体
に
お
い
て
も
心
に
お
い
て
も
、
存
在

す
る
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
（loc. cit., A

nm
erkung

）。
構
想
力
の
論
理
は
世
界
の
到
る
処
に
現
れ
る
と
も
い
い

得
る
で
あ
ろ
う
。
親
和
の
概
念
は
や
が
て
ゲ
ー
テ
な
ど
の
世
界
観
に
お
い
て
基
礎
的
な
重
要
性
を
有
す
る
に
至
っ

た
。

次
に
再
生
的
構
想
力
は
「
過
去
の
も
の
及
び
未
来
の
も
の
を
構
想
力
に
よ
っ
て
現
在
化
す
る
能
力
」
と
い
う
題

の
も
と
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
注
目
す
べ
き
は
、
カ
ン
ト
が
先
見
力 Vorhersehungsverm

ögen 

即
ち
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或
る
も
の
を
未
来
の
も
の
と
し
て
表
象
す
る
能
力
を
再
生
的
構
想
力
に
属
せ
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。＊

過
去
の
も
の
を
現
在
化
す
る
能
力
（
想
起
力 Erinnerungsverm

ögen, Verm
ögen der R

espicienz 

）
は
、
無
意

的
に
働
く
場
合
単
に
再
生
的
構
想
力
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
に
反
し
て
有
意
的
に
働
く
も
の
は
記
憶 G

edächtnis 

と

呼
ば
れ
て
い
る
。
先
見
力
（praevisio

）
は D

ivinationsverm
ögen

（Verm
ögen der Prospicienz

）
と
も
称
せ

ら
れ
、「
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
る
実
践
と
人
間
が
彼
の
力
の
使
用
を
関
係
附
け
る
と
こ
ろ
の
目
的
の
条
件
」
で
あ
る＊
＊。

す
べ
て
の
欲
求
は
そ
の
力
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
も
の
の
予
見
を
含
ん
で
い
る
。
過
去
の
想
起
は
未
来
の
予
見
を

そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
に
す
る
た
め
に
の
み
行
わ
れ
る
、
そ
の
際
我
々
は
、
或
る
こ
と
を
決
心
し
或
い
は
覚
悟
す
る

た
め
に
、
お
よ
そ
現
在
の
立
場
に
お
い
て
我
々
の
周
り
を
見
る
、
と
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
。
先
見
力
は
バ
ウ
ム

ガ
ル
テ
ン
に
お
い
て
と
同
じ
く
特
殊
の
場
合
に
は
予
言
者
的
才
能 W

ahrsagergabe

（facultas divinatrix

）
に
高

ま
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
想
起
力
と
先
見
力
と
の
い
わ
ば
中
間
に
構
図
力 B

ezeichnungsverm
ögen

（facultas 
signatrix

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
予
見
さ
れ
た
も
の
の
表
象
と
過
去
の
も
の
の
表
象
と
の
結
合
の
手
段
と
し
て
の
現

在
の
も
の
の
認
識
の
能
力
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
象
徴 Sym

bole 

及
び
特
性 C

haraktere 

の
認
識
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る＊
＊
＊。

＊
　
拙
著
『
構
想
力
の
論
理
』
第
一
、三
八
頁
〔
全
集
本
巻
五
〇
頁
〕
参
照
。【「
ユ
ー
ト
ピ
ア
も
構
想
力
の
産
物
」
云
々
】
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＊
＊
　Anthropologie § 35, SS. 185, 186.

＊
＊
＊
　
表
号
或
い
は
記
号
（signatio

）
の
問
題
は
、
近
代
の
認
識
論
に
お
い
て
閑
却
さ
れ
て
い
る
重
要
な
問
題
で
あ

り
、
構
想
力
に
関
係
す
る
広
大
な
領
域
で
あ
る
。
最
近
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
こ
の
問
題
を
、
我
々
と

は
異
な
る
立
場
か
ら
で
あ
る
に
せ
よ
、
取
上
げ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

カ
ン
ト
が
如
何
に
絶
え
ず
新
た
に
構
想
力
の
概
念
の
展
開
に
努
力
し
た
か
は
彼
の
遺
稿
が
示
し
て
い
る
。＊

諸
能

力
の
体
系
に
お
け
る
構
想
力
の
位
置
を
人
間
学
的
に
定
め
よ
う
と
す
る
彼
の
種
々
の
試
み
に
は
、
い
わ
ば
こ
の
概

念
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
感
性
の
全
範
囲
の
、
い
な
全
体
の
心
的
活
動
の
中
心
概
念
の
位
置
に
の
ぼ
せ
よ
う
と

す
る
一
般
的
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
解
決
の
動
揺
は
、
諸
機
能
を
孤
立
的
に
、
固
定
的
に
、
並
列

的
に
分
類
す
る
こ
と
に
彼
が
満
足
し
な
か
っ
た
こ
と
の
兆
し
で
あ
る
。
そ
の
際
構
想
力
に
お
い
て
種
々
の
観
点
か

ら
顕
に
な
る
あ
の
「
創
造
的
原
理
」
が
、
心
の
根
源
的
力
と
し
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
乃
至

そ
こ
に
綜
合
さ
れ
る
統
一
根
基
で
あ
る
か
の
如
き
予
感
が
あ
っ
た
も
の
の
如
く
で
あ
り
、
そ
れ
が
構
想
力
に
絶
え

ず
新
た
な
能
力
を
帰
属
せ
し
め
る
動
機
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

＊
　Reflexionen zur Anthropologie, A

k. A
usgabe B

d. X
V. 

【K
ant’s gesam

m
elte schriften, B

d. X
V. 

】
そ
こ
に
は
構
想
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力
の
更
に
別
の
分
類
が
見
出
さ
れ
る
（N

r. 228

）。

人
間
学
の
立
場
と
先
験
哲
学
の
立
場
と
は
直
ち
に
同
じ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
験
哲
学
の
立
場
が
固
有
の
意

味
に
お
い
て
先
験
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
人
間
の
立
場
は
経
験
的
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
既
に
カ
ン
ト
の
人

間
学
の
う
ち
に
先
験
哲
学
の
思
想
に
通
ず
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
他
方
カ
ン
ト
の
先
験
哲

学
或
い
は
批
判
哲
学
の
問
題
は
固
有
の
意
味
に
お
い
て
人
間
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
純
粋
理
性
批

判
の
先
験
的
方
法
論
の
中
で
彼
は
、
私
の
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
関
心
は
、
思
弁
的
な
も
の
も
、
実
践
的
な
も
の
も
、

次
の
三
つ
の
問
―
―
一
、
何
を
私
は
知
り
能
う
か
。
二
、
何
を
私
は
為
す
べ
き
か
。
三
、
何
を
私
は
願
い
得
る
か
。

―
―
に
纏
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、＊

そ
の
同
じ
問
は
ま
た
論
理
学
の
中
に
現
れ
、
し
か
も
こ
こ
で
は
そ
れ
ら

三
つ
の
問
が
第
四
の
、「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
に
帰
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
す
べ
て
が
人
間
学 

A
nthropologie 

の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る＊
＊。「

人
間
学 the science of m

an 

は
他
の
諸

学
に
と
っ
て
唯
一
の
堅
固
な
基
礎
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
学
自
身
に
我
々
が
与
え
得
る
唯
一
の
堅
固
な
基
礎
は
経
験

と
観
察
と
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
い
っ
た＊
＊
＊。
カ
ン
ト
の
問
題
も
ま
た
人
間
学
で
あ
っ
た
が
、

た
だ
彼
の
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
人
間
学
が
経
験
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
先
験
的
人
間
学
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
高

ま
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
先
験
的
人
間
学
は
、
カ
ン
ト
の
名
を
偉
大
な
ら
し
め
た
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経
験

あ
の
先
験
哲
学
の
全
く
新
し
い
、
独
特
の
問
題
提
出
を
通
じ
て
可
能
に
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

＊
　V

gl. K
ritik der reinen Vernunft, B

 833.

＊
＊
　V

gl. Logik, N
eu herausgegeben v.W

. K
inkel, S. 27.

【Im
m

anuel K
ant’s Logik: Ein handbuch zu vorlesungen

】

＊
＊
＊
　A treatise of hum

an nature, Introduction.

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
人
間
学
の
立
場
は
心
理
学
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
先

験
哲
学
の
立
場
は
純
粋
に
論
理
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
の
認
識
の
妥
当
性
を
基
礎
附
け
る
論
理
的
ア
プ
リ
オ
リ

が
問
題
で
あ
る
。
論
理
的
意
味
に
お
け
る
ア
プ
リ
オ
リ
の
問
題
と
心
理
的
発
生
の
問
題
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
リ
ー
ル
は
批
判
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
心
理
学
的
解
明
や
演
繹
を
「
不
適
当
な
も
の
」das 

U
ngehörige 

と
称
し
て
い
る
。＊

も
し
そ
れ
が
単
に
経
験
心
理
学
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
確
か

に
場
所
を
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
認
識
に
お
い
て
は
認
識
の
対
象
が
問
題
で
あ
る
の
み
で
な
く
、

ま
た
対
象
の
認
識
が
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
認
識
の
問
題
は
対
象
の
問
題
で
あ
る
と
共
に
作
用
の
問
題
で
あ

る
。
そ
こ
に
先
験
論
理
学
と
並
ん
で
先
験
心
理
学
が
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
自
身
は
、
純
粋
理
性
批
判
の
第
一
版

の
序
文
の
中
で
、
批
判
の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
先
験
的
分
析
論
に
お
け
る
純
粋
悟
性
概
念
の
演
繹
は
「
二
つ

の
面
」
を
有
す
る
と
い
い
、
次
の
如
く
書
い
て
い
る
。「
そ
の
一
つ
の
面
は
純
粋
悟
性
の
対
象
に
関
係
し
、
そ
の



三
四
四

概
念
の
客
観
的
妥
当
性
を
先
験
的
に
証
明
し
理
解
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
そ
れ
は
ま
た
本

質
的
に
私
の
目
的
に
属
し
て
い
る
。
他
の
面
は
純
粋
悟
性
そ
の
も
の
を
、
そ
の
可
能
性
と
、
そ
の
上
に
純
粋
悟
性

そ
の
も
の
が
拠
っ
て
い
る
認
識
諸
力
と
に
従
っ
て
、
か
く
て
そ
れ
を
主
観
的
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目

差
し
て
い
る
、
こ
の
解
明
は
私
の
主
要
目
的
に
関
し
て
大
き
な
重
要
性
を
有
す
る
に
し
て
も
、
本
質
的
に
は
こ
れ

に
属
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
主
要
問
題
は
つ
ね
に
、
悟
性
と
理
性
は
何
を
ま
た
如
何
に
多
く
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
か
ら

離
れ
て
、
認
識
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
思
惟
す
る
能
力
そ
の
も
の
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
。
後
者
は
い
わ
ば
与
え
ら
れ
た
結
果
に
対
す
る
原
因
の
探
求
で
あ
り
、
何
か
仮
説
に
類

す
る
も
の
を
そ
れ
自
身
に
有
す
る
か
ら
（
私
が
他
の
機
会
に
示
す
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
実
際
に
は
そ
う
い
う
事
態

に
あ
る
の
で
な
い
に
し
て
も
）、
こ
の
場
合
私
に
は
臆
見
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
読
者
に
と
っ
て

も
ま
た
そ
れ
と
は
違
っ
て
臆
見
す
る
こ
と
が
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
即
ち
こ
こ
で

カ
ン
ト
は
純
粋
悟
性
概
念
の
演
繹
が
客
観
的
面
と
主
観
的
面
と
を
有
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
範
疇
の
先
験
的

演
繹
に
は
「
主
観
的
演
繹
」subjektive D

eduktion 
と
「
客
観
的
演
繹
」objektive D

eduktion 

と
が
区
別
さ
れ

る＊
＊。
後
者
が
先
験
論
理
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
者
は
先
験
心
理
的
で
あ
る
。
し
か
も
先
験
論
理
学
は
先
験
心
理

学
を
離
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
一
版
の
演
繹
論
は
い
わ
ゆ
る
主
観
的
演
繹
を
色
濃
く
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
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が
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
が
な
お
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
先
ず
彼
は
そ
こ
で
も

既
に
、
右
に
引
用
し
た
如
く
、
主
観
的
演
繹
は
批
判
の
主
要
目
的
に
本
質
的
に
は
属
し
な
い
と
断
り
な
が
ら
、
そ

れ
を
敢
え
て
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
そ
れ
は
客
観
的
論
理
的
演
繹
の
抽
象
的
な
思
想
を
理
解
し
易
く
す

る
た
め
の
「
具
象
化
的
意
義
」eine illustrative B

edeutung 

を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か＊
＊
＊。
こ
の
部
分

は
第
二
版
に
お
い
て
書
き
替
え
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
も
っ
て
カ
ン
ト
の
立
場
に
何
等
か
の
変
更
が
あ
っ
た
と

見
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
第
二
版
の
中
か
ら
先
験
心
理
学
的
な
も
の
が
全
く
拭
い
去
ら
れ
た
と
見
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
先
験
論
理
学
は
ま
さ
に
主
観
の
先
験
性
（
超
越
性
）
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
先
験
心
理
学
か

ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
先
験
哲
学
に
は
カ
ン
ト
自
身
の
語
を
借
り
る
と
認
識
の
「
源
泉
」Q

uell 

も
し
く
は

「
根
源
」U

rsprung 

の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
源
泉
も
し
く
は
根
源
の
問
題
は
先
験
心
理
学
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
問
題
に
類
似
し
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
経
験
一
般

と
そ
の
対
象
の
認
識
の
可
能
性
の
基
礎
と
し
て
感
覚
、
構
想
力
、
統
覚
と
い
う
「
認
識
の
三
つ
の
主
観
的
源
泉
」 

drei subjektive Erkenntnisquellen 

或
い
は
「
三
つ
の
根
源
的
源
泉
（
心
の
能
力
）」drei ursprüngliche Q

uellen

（Fähigkeiten oder Verm
ögen der Seele

）
を
挙
げ
て
い
る＊
＊
＊
＊。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
能
力
に
は
経
験
的
使
用
と
同
時

に
先
験
的
使
用
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
先
験
的
使
用
が
先
験
心
理
学
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
先
験
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論
理
学
は
先
験
心
理
学
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ず
、逆
に
先
験
心
理
学
は
先
験
論
理
学
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

論
理
と
心
理
と
は
統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
主
観
的
演
繹
と
客
観
的
演
繹
と
は
統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
主
観
的

演
繹
は
ま
さ
に
主
観
的
で
あ
る
故
を
も
っ
て
カ
ン
ト
の
い
っ
た
如
く
「
何
か
仮
説
に
類
す
る
も
の
」
を
そ
れ
自
身

に
お
い
て
有
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
客
観
的
演
繹
と
結
び
附
く
こ
と
に
よ
っ
て
か
く
の
如
き
主
観
性
を
脱
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
心
理
学
的
仮
説
を
そ
の
認
識
論
的
結
果
と
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
ま
た
人
間
学
は
い
わ
ゆ
る
先
験
心
理
学
の
問
題
を
通
じ
て
先
験
哲
学
に
結
び
附
い
て
ゆ
く
で
あ
ろ

う
。
カ
ン
ト
の
人
間
学
が
経
験
的
な
も
の
を
超
え
て
深
め
ら
れ
、
諸
能
力
の
系
統
の
統
一
化
、
心
の
「
創
造
的
」

機
能
の
探
究
に
向
っ
て
い
る
の
は
、
か
く
の
如
き
先
験
的
な
も
の
へ
の
突
入
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　V

gl. A
. R

iehl, O
p. cit., 1. 503ff.

＊
＊
　K

ritik der reinen Vernunft, A
 X

, X
I.

＊
＊
＊
　V

gl. R
. Schm

idt, O
p. cit., S. 18.

＊
＊
＊
＊
　K

ritik der reinen Vernunft, A
 115, 94.

九



三
四
七

第
四
章　

経
験

既
に
い
っ
た
如
く
、
純
粋
理
性
批
判
の
問
題
は
経
験
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
先
験
論
理
は
経
験
の
論
理
で
あ

る
。
経
験
の
論
理
が
先
験
論
理
で
あ
る
の
は
、
経
験
と
い
う
も
の
が
単
に
経
験
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
経
験

的
な
も
の
と
先
験
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
故
で
あ
る
。
経
験
の
論
理
は
内
容
の
論
理
で
あ
り
、
対
象
の
論
理

で
あ
る
。
単
な
る
形
式
論
理
に
お
い
て
は
構
想
力
は
場
所
を
見
出
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
の
論
理
は
形
式

論
理
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
先
験
論
理
は
対
象
の
論
理
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
構
想
力
に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ

る
。
も
と
よ
り
論
理
と
い
う
以
上
、
そ
れ
が
単
に
内
容
的
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

何
か
形
式
的
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
純
粋
な
内
容
に
関
係
し
て
い
る
。
先
験

論
理
は
一
定
の
内
容
に
、
即
ち
た
だ
先
験
的
な
純
粋
認
識
の
そ
れ
に
限
ら
れ
て
い
る
、
と
カ
ン
ト
は
い
う
の
で
あ

る
。＊

認
識
の
あ
ら
ゆ
る
内
容
か
ら
抽
象
さ
れ
た
形
式
論
理
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
一
般
論
理
は
、
真
理
の
消
極
的

な
試
金
石
に
過
ぎ
ず
、
内
容
的
（
客
観
的
）
真
理
を
決
定
し
得
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
先
験
論
理
は
「
真
理
の
論

理
」Logik der W

ahrheit 

で
あ
る＊
＊。
な
ぜ
な
ら
如
何
な
る
認
識
も
あ
ら
ゆ
る
内
容
を
、
即
ち
客
観
と
の
あ
ら
ゆ

る
関
係
を
、
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
失
う
こ
と
な
し
に
こ
の
論
理
に
反
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。
単
な
る 

R
ichtigkeit

（
正
し
さ
）
の
論
理
に
お
い
て
は
構
想
力
は
位
置
を
有
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
が
問
題
に
な
る
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の
は W

ahrheit

（
真
理
）
の
論
理
に
お
い
て
で
あ
る
。
先
験
論
理
は
真
理
の
論
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
と
よ
り

論
理
と
し
て
個
々
の
具
体
的
な
経
験
的
真
理
を
取
扱
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
も
の
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
先

験
的
真
理
」transzendentale W

ahrheit 

に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。「
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
あ
ら
ゆ
る
可
能

な
る
経
験
の
全
体
の
う
ち
に
あ
る
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
真
理
に
先
行
し
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ

の
先
験
的
真
理
は
こ
の
経
験
に
対
す
る
一
般
的
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
」、
と
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る＊
＊
＊。

構
想

力
の
論
理
は
か
よ
う
な
先
験
的
真
理
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。

　
＊
　K

ritik der reinen Vernunft, B
 170.

　
＊
＊
　O

p. cit., B
 87, 170.

　
＊
＊
＊
　O

p. cit., B
 185.

先
験
論
理
の
根
本
概
念
は
綜
合
で
あ
る
。
綜
合
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
我
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
混
沌

た
る
多
様
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
綜
合
は
主
観
の
生
産
的
な
若も
し

く
は
自
発
的
な
能
力
に
属
し
て
い
る
。
も
し
も
主

観
が
無
活
動
な
受
動
性
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
与
え
ら
れ
た
も
の
は
現
象
の
「
雑
沓
」
と
し
て
、
或
い
は
「
狂
想
曲
」

と
し
て
我
々
の
意
識
を
掠
め
て
ゆ
く
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
構
想
力
に
着
目
し
た
の
は
綜
合
の
問
題

に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
既
に
経
験
心
理
学
は
想
起
や
詩
作
や
夢
に
お
け
る
構
想
力
の
生
産
性
乃
至
自
発
性
を
強
調



三
四
九

第
四
章　

経
験

し
て
い
る
。
カ
ン
ト
以
前
の
心
理
学
が
そ
の
活
動
を
主
と
し
て
再
生
的
な
も
の
に
お
い
て
、
仮
象
の
産
出
に
お
い

て
、
幻
想
や
虚
構
や
熱
夢
に
お
い
て
見
た
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
人
間
学
は
、
既
に
示
し
た
如
く
、
そ
の
活
動
を

遥
か
に
遠
く
正
常
な
知
覚
或
い
は
表
象
過
程
に
お
い
て
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
先
験
哲
学
に
お
い
て
更

に
一
層
深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て
カ
ン
ト
は
い
う
、「
後
に
至
っ
て
述
べ
る
よ
う
に
、
綜
合
一
般 

die Synthesis überhaupt 
は
全
く
構
想
力
の
所
作
で
あ
る
。
構
想
力
は
心
の
盲
目
な
、
し
か
し
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

機
能
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
し
に
は
我
々
は
お
よ
そ
如
何
な
る
認
識
を
も
有
し
得
な
い
が
、
我
々
が
こ
れ
を
意
識
し

て
い
る
こ
と
は
非
常
に
稀
で
あ
る
。」＊

そ
こ
で
我
々
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
綜
合
の
説
を
手
懸
り
と
し
て
構
想
力
の

問
題
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

＊
　K

ritik der reinen Vernunft, B
. 104.

既
に
触
れ
た
如
く
、
純
粋
理
性
批
判
第
一
版
に
お
け
る
純
粋
悟
性
概
念
の
演
繹
の
始
と
終
と
に
お
い
て
」
カ
ン

ト
は
認
識
の
三
つ
の
源
泉
に
つ
い
て
語
り
、
い
ず
れ
も
そ
の
経
験
的
使
用
の
ほ
か
に
先
験
的
使
用
の
存
在
す
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。＊

「
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
可
能
性
の
条
件
を
含
み
そ
し
て
そ
れ
自
身
他
の
如
何
な
る
心
の
能
力

か
ら
も
導
来
さ
れ
得
な
い
と
こ
ろ
の
三
つ
の
根
源
的
な
源
泉
（
心
の
能
力
）、
即
ち
感
覚
、
構
想
力
、
統
覚
が
あ

る
。
…
…
こ
れ
ら
す
べ
て
の
能
力
は
、
経
験
的
使
用
の
ほ
か
に
、
専
ら
形
式
に
関
係
し
そ
し
て
先
験
的
に
可
能
で
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あ
る
と
こ
ろ
の
先
験
的
使
用
を
有
し
て
い
る
。」「
経
験
一
般
と
そ
の
対
象
の
認
識
の
可
能
性
の
基
礎
と
な
る
三
つ

の
主
観
的
な
認
識
源
泉
、
感
覚
、
構
想
力
、
統
覚
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
経
験
的
と
し
て
、
即
ち
与
え
ら

れ
た
現
象
へ
の
適
用
に
お
い
て
、
考
察
さ
れ
得
る
が
、
し
か
し
そ
の
す
べ
て
は
ま
た
こ
の
経
験
的
使
用
を
さ
え
も

可
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
先
験
的
要
素
或
い
は
基
礎
で
あ
る
。」
そ
し
て
カ
ン
ト
は
そ
れ
ら
認
識
の
三
つ
の
根
源
的

源
泉
に
基
づ
け
て
三
様
の
綜
合
を
認
め
た
。
一
、
直
観
に
お
け
る
覚
知
の
綜
合 die Synthesis der A

pprehension 

in der A
nschauung. 

二
、構
想
に
お
け
る
再
生
の
綜
合 die Synthesis der R

eproduktion in der Einbildung. 

三
、

概
念
に
お
け
る
再
認
の
綜
合 die Synthesis der R

ekognition im
 B

egriffe. 

が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、一
、

感
覚
に
よ
る
先
験
的
な
多
様
の
共
観
（Synopsis

）
二
、
構
想
力
に
よ
る
こ
の
多
様
の
綜
合
（Synthesis

）
三
、

根
源
的
統
覚
に
よ
る
こ
の
綜
合
の
統
一
（Einheit

）
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
綜
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

能
力
の
経
験
的
使
用
と
先
験
的
使
用
と
に
相
応
し
て
、
い
ず
れ
も
経
験
的
な
綜
合
と
純
粋
な
或
い
は
先
験
的
な
綜

合
と
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
純
粋
綜
合
は
そ
の
経
験
的
綜
合
の
可
能
性
の
制
約
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
　K

ritik der reinen Vernunft, A
 94, 115.

と
こ
ろ
で
右
の
三
様
の
綜
合
に
つ
い
て
順
次
説
明
し
て
ゆ
く
に
あ
た
り
、
カ
ン
ト
は
始
め
に
次
の
こ
と
を
注
意

し
た
。
我
々
の
表
象
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
根
源
を
有
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
惹
き
起
す
も
の
が
外
物
の
影
響
で
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あ
る
に
せ
よ
内
的
原
因
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
成
立
が
先
験
的
で
あ
る
に
せ
よ
経
験
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
心
の
変

様
と
し
て
内
官 der innere Sinn 

に
属
し
、
そ
し
て
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
我
々
の
す
べ
て
の
認
識
は
け
っ
き
ょ

く
内
官
の
形
式
的
制
約
即
ち
時
間
に
従
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
時
間
に
お
い
て
整
序
さ
れ
、
結
合
さ
れ
、

互
い
に
関
係
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
こ
と
は
以
下
の
攻
究
に
お
い
て
飽
く
ま
で
も

基
礎
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
一
般
的
注
意
で
あ
る
。」＊

即
ち
右
の
三
様
の
綜
合
は
つ
ね
に
時
間
の
地
盤
に
お
い
て

成
立
す
る
の
で
あ
り
、
時
間
は
そ
れ
ら
に
共
通
の
性
格
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
与
え
た
こ
の
一
般
的
注
意
は
、
そ
れ

ら
の
綜
合
と
構
想
力
と
の
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
構
想
力
は
根
源
的
に
時
間
と
関
係

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
既
に
見
て
き
た
如
く
、
カ
ン
ト
は
形
而
上
学
講
義
に
お
い
て
、
構
想
力
或
い
は
そ
こ

に
い
う
と
こ
ろ
の
形
成
力 die bildende K

raft 

を
分
析
し
て
、
こ
の
能
力
は
、
或
い
は
現
在
の
時
間
の
表
象
を
、

或
い
は
過
去
の
時
間
の
表
象
を
、
或
い
は
ま
た
未
来
の
時
間
の
表
象
を
産
出
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
て
形
成

力
は
、一
、現
在
の
時
間
の
表
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
形
成 A

bbildung 

の
能
力
（facultas form

andi

）
か
ら
、二
、

渦
去
の
時
間
の
表
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
追
形
成 N

achbildung 

の
能
力
（facultas im

aginandi

）
か
ら
、
三
、
未

来
の
時
間
の
表
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
先
形
成 Vorbildung 
の
能
力
（facultas praevidendi

）
か
ら
、成
っ
て
い
る＊
＊。

こ
の
よ
う
に Einbildung

（
構
想
）
のB

ildung

（
形
成
）
は
時
間
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
右
の
三
様
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の
綜
合
が
い
ず
れ
も
時
間
の
地
盤
に
お
い
て
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
共
通
に
構
想
力
に
関
係
す
る
と
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　K

ritik der reinen Vernunft, A
 99.

＊
＊
　Vorlesungen über die M

etaphysik, a. a. O
. S. 88. 

な
お M

artin H
eidegger, K

ant und das Problem
 der 

M
etaphysik, 1929, S. 165ff. 

参
照
。

一
、
直
観
に
お
け
る
覚
知
の
綜
合
。
す
べ
て
の
直
観
は
多
様
を
含
み
、
多
様
の
統
一
で
あ
る
。
そ
の
統
一
が
多

様
に
即
し
て
の
統
一
で
あ
る
た
め
に
は
、
心
が
印
象
の
継
起
に
従
っ
て
時
間
を
前
後
に
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、「
一
つ
の
瞬
間
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
は
如
何
な
る
表
象
も
絶
対
的
統
一
以
外
の
も
の
で

あ
り
得
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
多
様
か
ら
直
観
の
統
一
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
多
様
性
の
通
観
、
次

に
そ
の
結
合
が
必
要
で
あ
っ
て
、
直
観
に
関
係
す
る
こ
の
作
用
が
覚
知
の
綜
合
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
直
観

は
多
様
を
与
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
も
の
は
そ
の
際
現
れ
る
綜
合
の
働
き
な
し
に
は
多
様
で
あ
っ
て
し
か
も
一
つ

の
表
象
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
綜
合
は
単
な
る
今
で
な
く
、
今
、
今
、
今
と
継

起
す
る
も
の
を
一
つ
の
現
在
に
お
い
て
見
る Synopsis
（
共
観
）
で
あ
り
、
形
而
上
学
講
義
に
い
う A

bbildung 

に
相
応
す
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
（
こ
の
場
合 A

bbildung 
と
は
模
写
の
意
味
で
は
な
く
、
対
象
そ
の
も
の
の
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形
相
の
直
接
的
な
観
取
の
意
味
に
お
け
る
形
成
で
あ
る
）。
か
か
る
覚
知
の
綜
合
は
経
験
的
直
観
に
局
限
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
純
粋
直
観
に
関
し
て
も
行
わ
れ
る
筈
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
空
間
の
先
験
的

表
象
を
も
時
間
の
先
験
的
表
象
を
も
有
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
表
象
は
、
感
性
が
「
そ
の
根
源
的
受
容

性
に
お
い
て
」in ihrer ursprünglichen R

ezeptivität 

提
供
す
る
と
こ
ろ
の
多
様
の
綜
合
に
よ
っ
て
の
み
産
出
さ

れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
覚
知
の
純
粋
綜
合
が
あ
る
。
し
か
る
に
あ
ら
ゆ
る
直
観
は
空
間
及
び
時
間
の
形
式

に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
覚
知
の
純
粋
綜
合
は
そ
の
経
験
的
綜
合
の
可
能
性
の
基
礎
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
で
は
か
よ
う
な
覚
知
の
綜
合
と
構
想
力
と
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
現
象
は

多
様
を
含
み
、
従
っ
て
種
々
の
知
覚
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
個
々
分
散
し
て
意
識
さ
れ
る
故
に
、
そ
の
結
合

が
必
要
で
あ
る
が
、
知
覚
は
こ
の
結
合
を
感
覚
そ
の
も
の
に
お
い
て
有
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
と
カ
ン
ト
は
い

い
、
そ
し
て
次
の
如
く
書
い
て
い
る
。「
そ
れ
だ
か
ら
我
々
の
う
ち
に
は
こ
の
多
様
の
綜
合
の
活
動
的
な
能
力
が

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
我
々
は
構
想
力
と
名
附
け
、
そ
し
て
そ
れ
の
直
接
に
知
覚
に
及
ぼ
す
作
用 deren 

unm
ittelbar an den W

ahrnehm
ungen ausgeübte H

andlung 
を
私
は
覚
知 A

pprehension 

と
名
附
け
る
。
構

想
力
は
即
ち
直
観
の
多
様
を
一
つ
の
形
象
に in ein  B

ild 

も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
故
に
構
想
力
は
先
ず
印
象
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を
そ
の
活
動
の
う
ち
に
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
言
い
換
え
る
と
、
印
象
を
覚
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」＊

同
じ

個
所
の
注
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、「
構
想
力
が
知
覚
そ
の
も
の
の
必
然
的
成
分 ein notw

endiges Ingredienz der 

W
ahrnehm

ung selbst 

で
あ
る
こ
と
に
は
ま
だ
如
何
な
る
心
理
学
者
も
考
え
及
ば
な
か
っ
た
」
と
い
っ
て
、
自
己

の
創
見
を
誇
り
、
彼
等
の
不
行
届
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
彼
等
が
構
想
力
を
単
に
再
生
的
な
も
の
に
限
っ
た
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
覚
知
の
純
粋
綜
合
は
生
産
的
構
想
力
或
い
は
先
験
的
構
想
力
の
一
様
態
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
純
粋
理
性
批
判
の
第
二
版
に
お
い
て
は
、
た
だ
経
験
的
覚
知
の
み
が
語
ら
れ
、
純

粋
覚
知
の
代
り
に
こ
こ
で
は
「
生
産
的
構
想
力
の
継
起
的
綜
合
」
と
い
わ
れ
て
い
る＊
＊。
ま
た
既
に
注
意
し
て
お

い
た
如
く
、
人
間
学
に
お
い
て
は
、
純
粋
な
空
間
及
び
時
間
の
直
観
は
生
産
的
構
想
力
の
根
源
的
表
出 exhibitio 

originaria 

に
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
　K

ritik der reinen Vernunft, A
 120.

＊
＊ V

gl. O
p. cit., B

 204.

二
、
構
想
に
お
け
る
再
生
の
綜
合
。
こ
の
場
合
に
も
カ
ン
ト
は
経
験
的
表
象
作
用
に
お
け
る
再
生
的
綜
合
か
ら

始
め
て
い
る
。
し
ば
し
ば
継
起
或
い
は
同
伴
し
た
こ
と
の
あ
る
表
象
は
遂
に
は
聯
合
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ

て
結
合
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
表
象
の
一
つ
が
与
え
ら
れ
る
と
、
他
の
表
象
は
、
対
象
が
現
在
し
な
く
て
も
、
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一
定
の
規
則
に
従
っ
て
再
生
さ
れ
る
。
か
か
る
再
生
が
構
想
力
に
属
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
構

想
力
と
は
定
義
に
よ
っ
て
「
対
象
を
そ
れ
が
現
在
し
な
く
て
も
直
観
に
お
い
て
表
象
す
る
能
力
」das Verm

ögen, 
einen G

egenstand auch ohne dessen G
egenw

art in der A
nschauung vorzustellen 

で
あ
る
か
ら
。＊

も
し
も
表

象
が
偶
然
出
会
う
ま
ま
に
無
差
別
に
再
生
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
表
象
の
乱
雑
な
集
積
で

あ
っ
て
一
定
の
聯
関
で
な
く
、
従
っ
て
何
等
の
認
識
も
生
じ
な
い
故
に
、
表
象
の
再
生
は
規
則
を
有
す
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
こ
の
再
生
の
規
則
は
、
現
象
そ
の
も
の
が
実
際
に
か
よ
う
な
規
則
に
従
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
そ
の
表
象
の
多
様
に
お
い
て
規
則
的
な
同
伴
或
い
は
継
起
が
起
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
す
る
。
こ
の

こ
と
が
な
い
と
す
る
と
我
々
の
経
験
的
構
想
力
は
何
等
そ
の
能
力
に
適
っ
た
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、

我
々
自
身
に
知
ら
れ
な
い
死
ん
だ
能
力
と
し
て
心
の
う
ち
に
埋
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
辰し
ん
し
ゃ砂

が

赤
か
っ
た
り
黒
か
っ
た
り
、
軽
か
っ
た
り
重
か
っ
た
り
す
る
と
し
た
ら
、
私
の
経
験
的
構
想
力
は
赤
色
の
表
象
に

よ
っ
て
重
い
辰
砂
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
さ
え
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
現
象
が
既
に
み
ず
か
ら
従
っ

て
い
る
規
則
が
な
い
と
す
れ
ば
、
再
生
の
如
何
な
る
経
験
的
綜
合
も
成
立
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
カ
ン
ト

は
い
う
、「
そ
れ
故
に
現
象
の
必
然
的
綜
合
的
統
一
の
先
験
的
基
礎
を
な
し
、
も
っ
て
現
象
の
か
く
の
如
き
再
生

す
ら
も
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
或
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
経
験
的
構
想
力
の
経
験
的
再
生
の
経
験
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的
綜
合
の
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
、
先
験
的
構
想
力
の
純
粋
再
生
の
純
粋
綜
合
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
し
か

る
に
現
象
は
物
自
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
我
々
の
表
象
の
単
な
る
戯
れ
で
あ
り
、
そ
し
て
表
象
は
け
っ
き
ょ

く
内
官
の
限
定
に
帰
す
る
こ
と
を
想
い
起
す
な
ら
ば
、
我
々
は
直
ち
に
こ
の
或
る
も
の
に
想
い
到
る
の
で
あ
る
。」

純
粋
再
生
の
純
粋
綜
合
が
現
象
の
直
観
の
形
式
的
制
約
と
し
て
の
時
間
に
関
係
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
い

っ
た
い
も
し
我
々
が
我
々
の
最
も
純
粋
な
先
験
的
直
観
で
す
ら
も
、
再
生
の
汎
通
的
綜
合
を
可
能
な
ら
し
め
る
と

こ
ろ
の
、
か
く
の
如
き
多
様
の
結
合
を
含
ま
な
い
限
り
、
何
等
の
認
識
も
与
え
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
な
ら
ば
、
構
想
力
の
こ
の
綜
合
も
ま
た
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
先
立
っ
て
先
験
的
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
、
そ
し
て
我
々
は
構
想
力
の
純
粋
な
先
験
的
綜
合
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の

も
の
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
可
能
性
に
と
っ
て
さ
え
も
そ
の
基
礎
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
（
と
い
う
の
は
経
験
の
可

能
性
は
現
象
の
再
生
可
能
性
を
必
然
的
に
前
提
す
る
か
ら
）＊
＊。」

い
ま
私
が
頭
の
中
で
一
つ
の
線
を
引
く
か
、
一
つ

の
昼
か
ら
他
の
昼
ま
で
の
時
間
を
考
え
る
か
、
も
し
く
は
ま
た
或
る
数
を
表
象
す
る
か
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

私
は
先
ず
必
然
的
に
こ
の
多
様
な
表
象
の
一
つ
一
つ
を
順
々
に
思
考
の
う
ち
に
把
捉
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か

る
に
も
し
私
が
い
つ
も
先
行
表
象
（
線
の
始
め
の
部
分
、
時
間
の
先
行
部
分
、
順
次
に
表
象
さ
れ
た
数
の
単
位
）

を
忘
れ
て
し
ま
い
、
次
の
表
象
に
移
っ
て
い
っ
て
そ
れ
を
再
生
し
な
い
と
し
た
ら
、
全
体
の
表
象
は
決
し
て
生
じ
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得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
否
、「
空
間
や
時
間
と
い
う
最
も
純
粋
な
第
一
次
的
な
根
本
表
象
も
生
じ
得
な
い
で
あ
ろ

う
。」再
生
の
綜
合
の
う
ち
に
は
失
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、言
い
換
え
る
と
保
持
し
得
る
と
い
う
こ
と
が
存
す
る
。

し
か
る
に
以
前
に
経
験
さ
れ
た
も
の
が
保
持
さ
れ
得
る
た
め
に
は
、心
が
「
時
間
を
区
別
し
」、そ
の
際
「
以
前
に
」

と
か
「
あ
の
時
」
と
か
と
い
う
も
の
を
見
取
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
以
前
に
経
験
さ
れ
た
も
の
は
、

も
し
そ
れ
が
一
般
に
保
持
可
能
で
な
い
と
、
そ
の
時
々
の
今
と
共
に
絶
え
ず
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
し
て
再
生
の
経
験
的
綜
合
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
予
め
既
に
「
も
は
や
今
で
な
い
」
と
い
う
も
の

が
そ
の
も
の
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
先
立
っ
て
再
生
さ
れ
、
そ
の
つ
ど
つ
ど
の
今
と
一
つ
に
さ
れ
得
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
純
粋
再
生
に
お
い
て
行
わ
れ
、
純
粋
再
生
は
純
粋
構
想
力
の
純
粋
綜
合
で
あ
る
。
し
か

る
に
純
粋
構
想
力
は
本
質
的
に
生
産
的 produktiv 

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
再
生
的 reproduktiv 

綜
合
が
生
産
的
構

想
力
に
属
す
る
と
い
う
の
は
矛
盾
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、純
粋
再
生
は
予
め「
以
前
に
」

と
い
う
も
の
を
そ
の
も
の
と
し
て
顕
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
一
般
の
可
能
性
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
と
答
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
こ
の
純
粋
綜
合
は
過
去
性
そ
の
も
の
を
形
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
講
義
に
い

う N
achbildung

【
模
写
・
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
】 

に
相
当
す
る
も
の
と
看
做
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
形
成

の
何
処
に
純
粋
綜
合
性
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。「
あ
の
時
」
の
根
源
的
な
形
成
的
保
持
は
「
も
は
や
今
で
な
い
」
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と
い
う
も
の
の
保
持
的
形
成
で
あ
っ
て
、
こ
の
形
成
は
そ
の
つ
ど
つ
ど
今
と
合
一
さ
れ
る
。
純
粋
再
生
は
現
在
形

成
的
な
も
の
と
し
て
の
直
観
の
純
粋
綜
合
と
本
質
的
に
合
一
的
で
あ
る
。「
覚
知
の
綜
合
は
そ
れ
故
に
再
生
の
綜

合
と
不
可
分
離
的
に
結
び
附
い
て
い
る
」、と
カ
ン
ト
は
い
う＊
＊
＊。

あ
ら
ゆ
る
今
は
今
既
に
「
い
ま
し
が
た
」
で
あ
る
。

覚
知
の
綜
合
が
今
、
今
、
今
を
一
つ
の
現
在
に
お
い
て
共
観
す
る
た
め
に
は
、
通
観
さ
れ
た
現
前
的
多
様
を
そ
の

つ
ど
然
る
も
の
と
し
て
保
持
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
同
時
に
再
生
の
純
粋
綜
合
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

＊
　K

ritik der reinen Vernunft, B
 120. 

こ
の
定
義
は
人
間
学
に
お
け
る
定
義
と
全
く
一
致
し
て
い
る
。

＊
＊
　O

p. cit., A
 101.

＊
＊
＊
　O

p. cit., A
 102.

三
、
概
念
に
お
け
る
再
認
の
綜
合
。
覚
知
の
綜
合
が
再
生
の
綜
合
と
結
び
附
き
こ
れ
を
予
想
す
る
よ
う
に
、
再

生
の
綜
合
は
―
―
従
っ
て
ま
た
覚
知
の
綜
合
も
―
―
再
認
の
綜
合
と
結
び
附
き
こ
れ
を
予
想
す
る
。「
我
々
の
現

に
思
惟
す
る
も
の
が
我
々
の
一
瞬
前
に
思
惟
し
た
も
の
と
ま
さ
に
同
一
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
な
け
れ
ば
、
表
象

の
系
列
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
再
生
は
無
駄
で
あ
る
で
あ
ろ
う
」、と
先
ず
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
我
々

の
現
に
思
惟
す
る
も
の
は
今
の
状
態
に
お
け
る
新
し
い
表
象
で
あ
っ
て
、
こ
の
表
象
は
そ
れ
が
依
っ
て
以
て
順
次
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に
産
出
さ
れ
た
筈
で
あ
る
と
こ
ろ
の
作
用
に
は
全
く
属
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
表
象
の
多
様
は
い
つ
も
全
体

を
構
成
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
は
そ
れ
に
は
た
だ
同
一
性
の
意
識
の
み
が
そ
れ
に
与
え
得
る
と
こ
ろ
の
統
一

が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
私
が
数
を
算
え
る
に
あ
た
っ
て
、
今
私
の
心
に
浮
ん
で
い
る
諸
単
位
は
順

次
自
分
に
よ
っ
て
附
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
な
ら
ば
、
単
位
の
こ
の
継
時
的
附
加
に

よ
る
量
の
産
出
、
従
っ
て
ま
た
数
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
数
の
概
念
は
全
く
綜
合
の
か
く
の

如
き
統
一
の
意
識
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
覚
知
の
綜
合
及
び
再
生
の
綜
合
の
根
柢
に
は
か
く
の
如
き
統

一
も
し
く
は
同
一
性
に
向
っ
て
の
綜
合
が
指
導
的
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
綜
合
を
カ
ン
ト
は
「
概
念
に
お
け

る
」
綜
合
と
称
し
た
。
と
い
う
の
は
、
概
念
は
多
く
の
も
の
に
対
し
て
同
一
の
も
の
と
し
て
妥
当
す
る
と
こ
ろ
の

統
一
の
表
象
で
あ
る
か
ら
。「
蓋
し
多
様
な
も
の
、
順
次
に
直
観
さ
れ
た
も
の
、
そ
し
て
次
に
ま
た
再
生
さ
れ
た

も
の
を
一
つ
の
表
象
に
結
合
す
る
の
は
こ
の
一
つ
の
意
識
で
あ
る
。」＊

こ
の
意
識
が
な
け
れ
ば
概
念
は
不
可
能
で

あ
り
、
従
っ
て
対
象
の
認
識
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
い
っ
た
い
対
象
と
は
何
で
あ
る
か
。
対
象
は
認
識
に
対
応

し
、
従
っ
て
ま
た
認
識
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
い
う
が
、
元
来
我
々
は
我
々
の
認
識
の
ほ
か
に
こ
の
認
識
に
対

応
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
に
対
立
さ
せ
得
る
よ
う
な
何
物
も
有
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
認

識
の
そ
の
対
象
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
の
我
々
の
思
考
が
或
る
必
然
性
を
伴
う
こ
と
を
認
め
る
、
即
ち
対
象
と
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は
我
々
の
認
識
が
で
た
ら
め
に
気
侭
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
し
、
何
等
か
の
仕
方
で
先
験
的
に
限
定
さ
れ
る

よ
う
に
す
る
も
の
と
看
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
認
識
は
一
つ
の
対
象
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に

よ
っ
て
必
然
的
に
ま
た
こ
の
対
象
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
相
互
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
言
い
換
え
る
と

一
つ
の
対
象
の
概
念
を
形
作
る
と
こ
ろ
の
統
一
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
我
々
と
関
わ

る
も
の
は
た
だ
我
々
の
表
象
の
多
様
で
あ
る
か
ら
、
対
象
が
必
然
的
な
ら
し
め
る
統
一
は
、
表
象
の
多
様
の
綜
合

に
お
け
る
意
識
の
形
式
的
統
一
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
。
か
く
て
「
我
々
は
、
直
観
の
多
様
に
綜
合
的
統

一
を
与
え
た
場
合
に
、
我
々
は
対
象
を
認
識
す
る
、
と
い
う
。
し
か
る
に
こ
の
綜
合
的
統
一
は
、
多
様
の
再
生
を

先
験
的
に
必
然
的
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
お
い
て
こ
の
多
様
が
結
合
さ
れ
る
概
念
を
可
能
な
ら

し
め
る
と
こ
ろ
の
、
規
則
に
従
え
る
綜
合
の
機
能
に
よ
っ
て
、
直
観
が
産
出
さ
れ
得
る
の
で
な
け
れ
ば
、
不
可
能

で
あ
る
。＊
＊」

例
え
ば
我
々
は
、
三
直
線
の
結
合
を
、
三
角
形
の
直
観
が
そ
れ
に
従
っ
て
い
つ
も
表
出
さ
れ
得
る
と

こ
ろ
の
規
則
に
従
っ
て
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
角
形
を
対
象
と
し
て
思
惟
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
規
則
の

統
一
が
す
べ
て
の
多
様
を
限
定
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
ば
統
覚
の
統
一
を
可
能
な
ら
し
め
る
制
約
に
対
し
て
制
限
す

る
、
そ
し
て
こ
の
統
一
の
概
念
が
対
象
の
表
象
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
す
べ
て
の
必
然
性
に
は
つ
ね
に
先
験
的

制
約
が
そ
の
基
礎
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
我
々
の
す
べ
て
の
直
観
の
多
様
の
綜
合
に
お
い
て
、
従
っ
て
ま
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た
客
観
一
般
の
概
念
の
綜
合
に
お
い
て
も
、
従
っ
て
ま
た
経
験
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
綜
合
に
お
い
て
も
、
意
識
の

統
一
の
先
験
的
根
拠
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
我
々
の
直
観
に
対
し
て
何
等
か
の
対
象
を
思

惟
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
対
象
と
は
概
念
が
そ
れ
に
つ
い
て
か
く
の
如
き
綜
合
の
必
然
性
を
表
現
す
る

と
こ
ろ
の
或
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
根
源
的
な
先
験
的
な
制
約
が
先
験
的
統
覚
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
こ
こ
に
先
験
的
統
覚 die transzendentale A

pperzeption 

の
概
念
を
導
き
入
れ
た

の
で
あ
る
。
如
何
な
る
認
識
も
、
ま
た
認
識
相
互
の
結
合
と
統
一
も
、
直
観
の
あ
ら
ゆ
る
所
与
に
先
行
す
る
と
こ

ろ
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
関
係
し
て
の
み
対
象
の
す
べ
て
の
表
象
が
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
意
識
の
統
一
な
し
に

は
我
々
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
「
純
粋
な
、
根
源
的
な
、
不
変
の
意
識
」
が
先
験
的
統
覚
と

称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。そ
れ
が
こ
の
名
に
値
す
る
こ
と
は
、最
も
純
粋
な
客
観
的
統
一
、即
ち
先
験
的
概
念（
空

間
及
び
時
間
）
の
そ
れ
で
さ
え
も
、
直
観
が
こ
の
意
識
と
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。

＊
　K

ritik der reinen Vernunft, A
 103.

＊
＊
　O

p. cit., A
 105.

そ
こ
で
我
々
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
こ
の
第
三
の
綜
合
、
さ
き
の
二
つ
の
綜
合
に
対
し
て
指
導
的
に
働
く
こ
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の
本
質
的
に
は
む
し
ろ
第
一
の
綜
合
と
構
想
力
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
先
ず
こ
の
再
認
の
綜
合
と
時

間
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
純
粋
覚
知
は
現

在
形
成
的
な A

bbildung

【
像
・
写
象
】 

に
、
純
粋
再
生
は
過
去
形
成
的
な N

achbildung 

に
相
当
す
る
と
看
做

さ
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
純
粋
再
認
は
形
而
上
学
講
義
に
い
う
未
来
形
成
的
な Vorbildung 

に
相
応
す
る
と
考
え

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
例
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
よ
う
に
考
え
、
そ
し
て
次
の
如
く
説
明
し
た

の
で
あ
る
。＊

再
認
の
綜
合
は
他
の
二
つ
の
綜
合
に
い
わ
ば
先
ん
じ
て
生
ず
る
。
カ
ン
ト
が
こ
の
同
一
化
の
綜
合

に
再
認 R

ekognoszieren 
と
い
う
名
を
与
え
た
の
は
適
切
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
ん
じ
て
偵
察
し
（erkunden, 

rekognoszieren 

と
い
う
語
は
兵
学
上
か
か
る
意
味
を
有
す
る
）、
予
め
同
一
的
な
も
の
と
し
て
把
持
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
を
探
索
す
る＊
＊

（durchspähen

）、
こ
れ
に
よ
っ
て
覚
知
的
並
び
に
再
生
的
綜
合
は
一
般
に
そ

の
中
で
自
己
の
働
き
得
る
存
在
者
の
完
結
的
領
域
を
先
発
見
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
同
一
化
の
偵
察

的
綜
合
は
経
験
的
な
も
の
と
し
て
必
然
的
に
純
粋
な
同
一
化
を
前
提
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
純
粋
再
生
が
再
生

の
可
能
性
を
形
成
す
る
如
く
、
純
粋
再
認
は
同
一
化
の
可
能
性
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
純
粋
綜
合
が

偵
察
す
る
場
合
、
そ
れ
は
、
同
一
的
な
も
の
と
し
て
先
保
持
し
得
る
存
在
者
を
偵
察
す
る
の
で
な
く
、
先
保
持
可

能
一
般
の
地
平 den H

orizont von Vorhaltbarkeit überhaupt 
を
偵
察
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
偵
察
は
純
粋
偵
察
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と
し
て
こ
の
先
的
な
も
の das Vorhafte 

即
ち
未
来
の
根
源
的
形
成
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
第
三
の
綜
合
も
ま

た
本
質
的
に
時
間
形
成
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
な Vorbildung

（
先
形
成
）
で
あ
り
、
純
粋
構
想
力
の
一
つ
の

作
用
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
純
粋
先
形
成
が
他
の
二
つ
の
も
の
と
本
質
的
に
一
緒
に
な
り
な
が
ら
そ
れ
ら
に
対
し

て
内
的
構
造
上
優
位
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
は
第
一
次
的
に
は
未
来
か
ら
時
成
す
る
と
い
う
、
時
間
の

最
も
根
源
的
な
本
質
を
顕
に
す
る
の
で
あ
る
。か
よ
う
に
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
る
と
、純
粋
覚
知
、純
粋
再
生
、

純
粋
再
認
は
い
ず
れ
も
先
験
的
構
想
力
に
属
し
、
そ
の
純
粋
綜
合
の
「
三
様
態
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
現
在
、
過
去
、

未
来
と
し
て
の
時
間
の
三
様
相
の
統
一
を
現
し
て
い
る
。
先
験
的
構
想
力
は
純
粋
な
形
成
的
能
力
と
し
て
時
間
形

成
的
で
あ
る
、
或
い
は
、
時
間
を
発
現
せ
し
め
る
。
こ
れ
が
純
粋
な
、
即
ち
生
産
的
な
先
験
的
構
想
力
の
内
的
本

質
で
あ
り
、
一
言
で
い
う
と
、
先
験
的
構
想
力
は
根
源
的
時
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

＊
　V

gl. M
. H

eidegger, O
p. cit., S. 175ff.

＊
＊
　「
悟
性
は
現
象
に
お
い
て
何
等
か
の
規
則
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
こ
れ
を
探
索
す
る
に
忙
し
い
。」K

. d. r. V. 

A
126.

こ
の
独
創
的
な
解
釈
に
対
し
て
差
当
り
問
題
に
な
る
の
は
、
右
に
記
し
た
如
く
カ
ン
ト
が
概
念
に
お
け
る
再

認
の
綜
合
の
根
拠
と
し
て
掲
げ
た
先
験
的
統
覚
で
あ
る
。
先
験
的
統
覚
と
は
「
我
考
え
る
」Ich denke 

と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。＊

こ
の
我
と
時
間
と
は
一
致
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
「（
純
粋
統
覚
の
）
常
住
不
易
な

我 das stehende und bleibende Ich

（der reinen A
pperzeption

）
は
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
の
相
関
者
を
形
作

る
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
我
は
ま
た
「
常
住
な
或
い
は
不
易
な
自
己
」das stehende oder bleibende Selbst 

と
も
い
わ
れ
、
そ
し
て
先
験
的
統
覚
は
「
純
粋
な
、
根
源
的
な
、
不
変
な
意
識
」das reine, ursprüngliche, 

unw
andelbare B

ew
usstsein 

と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る＊
＊。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
験
的
統
覚
も
し
く
は
先

験
的
自
我
は
超
時
間
的
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

は
先
ず
時
間
と
「
我
考
え
る
」
と
の
本
質
が
同
じ
賓
辞
に
よ
っ
て
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
即
ち
純
粋

統
覚
の
我
が “das stehende und bleibende Ich” 

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、
時
間
の
先
験
的
本
質
を
明

ら
か
に
し
た
図
式
論
の
章
に
お
い
て
、
時
間
に
つ
い
て
も
同
様
に
い
っ
て
い
る
。
曰
く
、「
時
間
は
流
れ
て
ゆ
か

な
い die Zeit verläuft sich nicht. 

時
間
に
お
い
て
変
化
す
る
も
の
の
現
存
在
が
流
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
、
そ
れ

自
身
不
変
で
不
易
な
時
間 die Zeit, die selbst unw

andelbar und bleibend ist. 

に
現
象
に
お
い
て
は
現
存
在
に

お
け
る
不
変
な
も
の
即
ち
実
体
が
対
応
す
る
。＊
＊
＊」
か
よ
う
に
時
間
と
先
験
的
自
我
と
の
本
質
を
現
す
賓
辞
が
合
致

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、そ
れ
ら
が
共
に「
時
間
に
お
い
て
」in der Zeit 

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
る
と
、
そ
の
こ
と
は
我
が
「
時
間
的
」zeitlich 

で
な
い
と
い
う
こ
と
を
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意
味
し
な
い
。
常
住
と
か
不
易
と
か
は
我
の
不
変
化
に
つ
い
て
の
存
在
的
規
定
で
な
く
、
先
験
的
規
定
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
我
そ
の
も
の
が
予
め
不
易
性
及
び
常
住
性
一
般
を
先
保
持
す
る
限

り
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
は
自
同
性
の
地
平
を
形
成
し
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
対
象
的
な
も
の
が
変
化
に
お
け
る

同
一
的
な
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る “stehend” 

と
は
我
が
「
我
考
え
る
」

と
し
て “Stand und B

estand” 

（
常
住
性
）
を
先
保
持
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
我
は

常
住
性
一
般
の
相
関
者
を
形
作
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
か
か
る
現
在
一
般
の
純
粋
視
象
の
純
粋
産
出
は
純
粋
直

観
と
し
て
の
時
間
そ
の
も
の
の
本
質
で
あ
る
。
常
住
不
易
の
我
と
は
、
我
が
時
間
の
根
源
的
形
成
に
お
い
て
、
言

い
換
え
る
と
根
源
的
時
間
と
し
て
、対
象（G

egenstand 

即
ち
対
し
て
立
つ
も
の
）の
対
象
化（G

egenstehenlassen 

即
ち
対
し
て
立
た
し
め
る
こ
と
）
及
び
そ
の
地
平
を
形
成
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
か
く
の
如
き
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
は
果
た
し
て
カ
ン
ト
の
解
釈
と
し
て
妥
当
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
の
吟
味
か
ら
始

め
て
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
構
想
力
の
問
題
を
更
に
図
式
論
を
経
て
第
三
批
判
に
至
る
ま
で
追
求
し
て
ゆ
か
ね
ば
な

ら
ぬ
。

＊
　「
我
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
私
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
い
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」K

. d. r. V. B
 131.

＊
＊
　O

p. cit., A
 123. A

 107.
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＊
＊
＊
　O

p. cit., A
 144, B

 183. 

時
間
の
か
か
る
性
質
は
そ
の
概
念
性
を
形
作
る
も
の
で
あ
り
、
図
式
論
に
と
っ
て

重
要
で
あ
る
。

一
〇

問
題
は
、
概
念
に
お
け
る
再
認
の
綜
合
、
そ
し
て
先
験
的
統
覚
と
、
構
想
力
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
他
の
二
様

の
綜
合
即
ち
覚
知
の
綜
合
及
び
再
生
の
綜
合
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
構
想
力
に
属
す
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た

と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。
故
に
も
し
経
験
の
問
題
が
こ
こ
ま
で
で
片
附
く
も
の
と
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
に

お
い
て
の
よ
う
に
、
悟
性
は
「
構
想
力
の
一
般
的
な
、
よ
り
確
立
さ
れ
た
諸
性
質
に
ほ
か
な
ら
ず
」、
悟
性
と
構

想
力
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
進
ん
で
先
験
的
統
覚
も
し
く
は
純

粋
統
覚
の
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
の
立
場
を
超
え
た
。
従
っ
て
先
験
的
統
覚
と
、

ま
た
悟
性
と
構
想
力
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
経
験
理
論
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
で
あ

る
。純

粋
理
性
批
判
の
第
一
版
に
お
け
る
先
験
的
演
繹
論
は
い
わ
ば
二
つ
の
道
を
も
っ
て
い
る
。
一
は
上
か
ら
の
道
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（A
116

―120

）
で
あ
り
、
他
は
下
か
ら
の
道
（A

120

―128

）
で
あ
る
。
上
か
ら
の
道
は
純
粋
統
覚
か
ら
出
立
す

る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
表
象
が
そ
こ
に
集
注
し
、
そ
こ
に
お
い
て
初
め
て
認
識
の
統
一
を
得
て
一
個
の
可
能
な
経

験
と
な
る
と
こ
ろ
の
点
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
直
観
は
、
そ
れ
が
意
識
に
直
接
に
流
れ
込
む
に
せ
よ
、
間
接
に
流
れ

込
む
に
せ
よ
、
と
も
か
く
意
識
へ
取
り
入
れ
ら
れ
得
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
に
と
っ
て
は
無
で
あ
り
、
全
く
没

交
渉
で
あ
る
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
認
識
は
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
、
我
々
の
認
識
に
属
し
得
る
あ

ら
ゆ
る
表
象
に
関
し
て
、
自
己
自
身
の
汎
通
的
な
同
一
を
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
の
可
能
性
の
必
然
的
制
約
と
し
て
、

先
験
的
に
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
意
識
が
根
源
的
統
覚
と
し
て
の
自
己
意
識
或
い
は
自
覚 Selbstbew

usstsein 

で

あ
っ
て
、
こ
れ
が
我
々
の
表
象
の
（
従
っ
て
ま
た
直
観
に
お
け
る
）
あ
ら
ゆ
る
多
様
の
統
一
の
先
験
的
原
理
で

あ
る
。「
我
考
え
る
」Ich denke 

と
い
う
こ
と
で
表
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
自
覚
即
ち
自
己
自
身
の
汎
通
的
な
同
一 

die durchgängige Identität unserer selbst 
の
意
識
は
、
分
析
的
統
一
で
は
な
く
て
綜
合
的
統
一
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
我
は
我
で
あ
る
と
い
う
如
き
抽
象
的
な
自
己
同
一
で
は
な
く
、
多
様
に
即
し
て
成
立
す
る
綜
合
的
統
一
で
あ

る
。「
主
観
に
お
け
る
多
様
の
統
一
は
綜
合
的
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
純
粋
統
覚
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
直
観
に
お
け

る
多
様
の
綜
合
的
統
一
の
原
理
を
提
供
す
る
」、
と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
に
先
験
的
統

覚
が
綜
合
的
統
一
で
あ
る
た
め
に
は
、
如
何
な
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
続
け
て
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い
う
、「
こ
の
綜
合
的
統
一
は
し
か
し
綜
合
を
前
提
す
る
、
も
し
く
は
こ
れ
を
包
含
す
る
。 D

iese synthetische 

Einheit setzt aber eine Synthesis voraus oder schliesst sie ein. 

そ
し
て
前
者
が
先
験
的
必
然
的
で
あ
る
べ
き

で
あ
る
な
ら
ば
、
後
者
も
ま
た
先
験
的
綜
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
先
験
的
統
覚
の
統
一
が
分
析
的
統
一
で
な

く
綜
合
的
統
一
で
あ
る
た
め
に
は
、
或
い
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
語
を
借
り
て
言
う
と
、
そ
れ
が
賓
辞
的
綜
合 die 

prädikative Synthesis 
で
な
く
真
理
的
綜
合 die veritative

（w
ahr-m

achende

）Synthesis 

で
あ
る
た
め
に
は
、

そ
れ
は
ひ
と
つ
の
本
来
的
な
綜
合
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
或
い
は
こ
れ
を
包
含
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
先

験
的
統
覚
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
統
一
の
能
力
で
あ
っ
て
、
綜
合
の
能
力
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。＊

「
綜
合
一
般
は
全
く
構
想
力
の
所
作
で
あ
る
。」
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
更
に
続
け
て
い
う
、「
故
に
統
覚
の
先

験
的
統
一
は
、
認
識
に
お
け
る
多
様
の
あ
ら
ゆ
る
結
合
の
可
能
性
の
先
験
的
制
約
と
し
て
の
構
想
力
の
純
粋
綜
合

に
関
係
す
る
。
し
か
る
に
先
験
的
に
成
立
し
得
る
の
は
た
だ
構
想
力
の
生
産
的
綜
合
の
み
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
再

生
的
綜
合
は
経
験
の
制
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
。
か
よ
う
に
し
て
構
想
力
の
純
粋
（
生
産
的
）
綜
合
の
必

然
的
統
一
の
原
理
は
統
覚
に
先
行
し
て
（vor

）
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
、
特
に
経
験
の
根
拠
で
あ
る
。」
即
ち
綜
合
と

い
う
こ
と
か
ら
見
る
と
、
構
想
力
の
綜
合
は
最
も
根
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
統
覚

に
「
先
行
し
」、
統
覚
も
綜
合
的
統
一
と
し
て
そ
れ
を
「
前
提
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
る
と
、
統
覚
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験

は
構
想
力
の
純
粋
綜
合
を
自
己
の
前
に
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
も
の
の
上
に
働
く
の
で
あ
る
。
統
覚
の
統

一
は
構
想
力
の
綜
合
に
対
し
て
或
る
意
味
に
お
い
て
は
後
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
カ
ン
ト
は
い
う
、「
構
想
力
の
綜
合
に
関
す
る
統
覚
の
統
一
は
悟
性
で
あ
る
、
そ
し
て
構
想
力
の
先
験
的
綜

合
に
関
す
る
統
覚
の
統
一
は
純
粋
悟
性
で
あ
る
。」
即
ち
統
覚
は
そ
れ
が
純
粋
構
想
力
を
前
提
す
る
限
り
、
単
に

悟
性
で
あ
る
。
構
想
力
の
根
源
的
な
綜
合
に
対
し
て
統
覚
は
単
に
悟
性
と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

純
粋
綜
合
は
先
験
的
に
結
合
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
そ
れ
が
結
合
す
る
も
の
は
そ
れ
に
と
っ
て
先
験

的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
純
粋
構
想
力
は
時
間
に
関
係
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か

よ
う
に
し
て
そ
れ
は
先
験
的
統
覚
と
時
間
と
の
、
悟
性
と
感
性
と
の
媒
介
者
で
あ
る
。
構
想
力
は
全
く
独
自
の
能

力
と
し
て
か
く
の
如
き
媒
介
者
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
が
第
一
の
道
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

＊
　
カ
ン
ト
は
上
述
の
三
様
の
綜
合
を
そ
れ
ぞ
れ
共
観
（Synopsis

）。
綜
合
（Synthesis

）、
統
一
（Einheit

）
と
し

て
特
性
附
け
、
か
く
て
構
想
力
に
よ
る
も
の
を
特
に
綜
合
と
い
う
語
で
、
統
覚
に
よ
る
も
の
を
特
に
統
一
と
い
う

語
で
表
し
て
い
る
。A

 94 

参
照
。

第
二
の
道
は
下
か
ら
即
ち
経
験
的
な
も
の
か
ら
出
立
す
る
。我
々
に
与
え
ら
れ
る
最
初
の
も
の
は
現
象
で
あ
り
、

そ
れ
が
意
識
に
結
び
附
く
場
合
、
知
覚
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
る
に
い
ず
れ
の
現
象
も
多
様
を
含
み
、
従
っ
て
種
々
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の
知
覚
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
個
々
分
散
し
て
意
識
さ
れ
る
故
に
、
そ
の
結
合
が
必
要
で
あ
る
が
、
知
覚
は
そ

れ
を
感
覚
そ
の
も
の
に
お
い
て
有
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
多
様
の
綜
合
の
活
動
的
な
能
力
が
構
想
力
で
あ
っ

て
、
そ
れ
の
直
接
に
知
覚
に
及
ぼ
す
作
用
が
覚
知
と
名
附
け
ら
れ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
構
想
力

は
直
観
の
多
様
を
一
つ
の
形
像
に
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
多
様
の
覚
知
も
そ
れ
だ
け
で
は

未
だ
何
等
の
形
像
を
も
、
印
象
の
何
等
の
聯
関
を
も
作
り
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
に
は
な
お
他
の
主
観
的
根

拠
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詳
し
く
言
う
と
、
心
が
一
つ
の
知
覚
か
ら
他
の
知
覚
へ
移
っ
て
行
っ
た
場
合
に

先
の
知
覚
を
彼
の
知
覚
に
対
し
て
喚
び
起
し
、
そ
し
て
か
よ
う
に
し
て
そ
の
全
系
列
を
表
出
す
る
と
こ
ろ
の
構
想

力
の
再
生
的
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
表
象
が
偶
然
出
会
う
侭
に
互
い
に
無
差
別
に
再
生
さ
れ

る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
ま
た
表
象
の
何
等
一
定
の
聯
関
も
生
じ
な
い
で
、
そ
の
乱
雑
な
堆
積
が
生
ず
る
の
み

で
あ
り
、
従
っ
て
如
何
な
る
認
識
も
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
故
に
表
象
の
再
生
は
規
則
を
有
し
、
そ
れ
に
従
っ
て

表
象
が
構
想
力
に
お
い
て
結
合
さ
れ
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
規
則
に
従
え
る
再
生
の
主
観
的
経

験
的
根
拠
が
表
象
の
聯
合 A

ssoziation 

と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
か
よ
う
な
聯
合
の
統
一

は
ま
た
客
観
的
根
拠
を
有
し
、
現
象
が
構
想
力
に
よ
っ
て
こ
の
覚
知
の
可
能
な
綜
合
的
統
一
の
制
約
の
も
と
に
お

け
る
と
は
違
っ
て
覚
知
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
現
象
が
人
間
の
認
識
に
お
け
る
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或
る
聯
関
に
適
合
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
た
全
く
偶
然
的
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
た
と
い
我
々
が

知
覚
を
聯
合
す
る
能
力
を
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
知
覚
が
ま
た
可
聯
合
的 assoziabel 

で
あ
る
か
否
か
は

そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
全
く
不
定
で
偶
然
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
し
て
も
し
知
覚
が
可
聯
合
的
で
な
い
と

し
た
場
合
に
は
、
そ
こ
で
は
多
く
の
経
験
的
意
識
が
私
の
心
に
お
い
て
、
し
か
し
分
離
し
て
、
一
個
の
私
自
身
の

意
識
に
属
す
る
こ
と
な
し
に
、
見
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
一
群
の
知
覚
、
そ
れ
の
み
か
全
感
性
が
可
能
で
あ
る

で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
あ
ら
ゆ
る
知
覚
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
根
源
的
統

覚
の
一
個
の
意
識
の
う
ち
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
は
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
、
と
い
い
得
る
の
で
あ

る
か
ら
。
そ
れ
故
に
す
べ
て
の
現
象
を
そ
れ
自
身
可
聯
合
的
で
再
生
に
お
け
る
汎
通
的
連
結
の
一
般
的
規
則
に
従

っ
て
い
る
感
官
の
所
与
と
見
る
と
こ
ろ
の
、
す
べ
て
の
現
象
に
亙
る
法
則
の
可
能
性
の
み
が
必
然
性
の
基
礎
を
な

す
客
観
的
根
拠
、
言
い
換
え
る
と
構
想
力
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
法
則
に
先
行
し
て
先
験
的
に
認
め
ら
れ
る
根
拠
が

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
象
の
あ
ら
ゆ
る
聯
合
の
こ
の
客
観
的
根
拠
を
カ
ン
ト
は
現
象
の
親
和 die A

ffinität 
der Erscheinungen 

と
称
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
根
拠
は
我
々
に
属
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
関
す
る
統
覚
の
統

一
の
原
則
以
外
の
何
処
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
ぬ
。
こ
の
原
則
に
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
す
べ
て
統
覚
の
統

一
に
合
致
す
る
よ
う
に
覚
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
し
か
る
に
そ
の
こ
と
は
現
象
の
連
結
に
お
け
る
そ
れ
自
身
ま
た
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客
観
的
必
然
的
な
綜
合
的
統
一
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
即
ち
現
象
が
「
統
覚
の
統
一
に
合
致
す
る
」 zur 

Einheit der A
pperzeption zusam

m
enstim

m
en 

と
い
う
こ
と
は
構
想
力
の
綜
合
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ

り
、
構
想
力
の
綜
合
は
統
覚
に
対
し
て
現
象
の
連
結
に
お
け
る
綜
合
的
統
一
、
従
っ
て
現
象
の
親
和
を
作
り
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
い
う
、「
そ
れ
故
に（
根
源
的
統
覚
の
）

一
個
の
意
識
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
（
経
験
的
）
意
識
の
客
観
的
統
一
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
知
覚
す
ら
も
の
必
然

的
制
約
で
あ
る
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
（
近
い
と
遠
い
と
を
問
わ
ず
）
親
和
は
先
験
的
に
規
則
に
基
づ
け
る

構
想
力
に
お
け
る
綜
合
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
。」
統
覚
の
統
一
は
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
必
然
的
制
約
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
に
は
構
想
力
の
綜
合
が
先
行
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
現
象
は
統
覚
の
統
一
に
適
う
も
の
と
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
統
覚
も
ま
た
か
く
の
如
き
構
想
力
の
綜
合
に
よ
っ
て
現
象
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で

カ
ン
ト
は
他
の
個
所
で
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。元
来
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
、表
象
と
し
て
、自
己
意
識
に
属
す
る
が
、

自
己
意
識
は
数
的
同
一
性 die num

erische Identität 

で
あ
る
、
こ
の
根
源
的
統
覚
に
よ
ら
な
い
で
は
何
物
も
認

識
と
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
と
こ
ろ
で
こ
の
同
一
性
は
、
そ
れ
が
経
験
的
認
識
と
な
る
べ
き
限
り
、
必
然
的
に
現

象
の
あ
ら
ゆ
る
多
様
の
綜
合
の
う
ち
へ
入
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
現
象
は
そ
の
（
覚
知
の
）
綜
合
が
汎

通
的
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
先
験
的
制
約
に
従
っ
て
い
る
。
即
ち
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
必
然
的
法
則
に
従
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っ
て
の
汎
通
的
連
結
に
、
言
い
換
え
る
と
先
験
的
親
和
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
経
験
的
親
和
と
い
う

も
の
は
先
験
的
親
和
の
単
な
る
結
果
な
の
で
あ
る
。＊

親
和
は
多
様
の
親
和 die A

ffinität des M
annigfaltigen 

で

あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
統
覚
の
統
一
が
現
象
の
う
ち
へ
入
っ
て
く
る
た
め
に
は
構
想
力
の
綜
合
が
前
提
さ
れ
、
こ

れ
に
よ
っ
て
数
的
同
一
性
或
い
は
数
的
統
一 die num

erische Einheit 

で
あ
る
統
覚
が
綜
合
的
統
一
と
な
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
現
象
の
綜
合
に
お
け
る
必
然
的
統
一
は
構
想
力
の
先
験
的
機
能
に
属
し
て
い
る
。「
故
に
一
見

奇
異
の
観
は
あ
る
が
、
し
か
も
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
如
く
、
構
想
力
の
こ
の
先
験
的
機

能
に
よ
っ
て
の
み
現
象
の
親
和
す
ら
が
可
能
に
な
り
、
こ
れ
と
共
に
聯
合
が
可
能
に
な
り
、
そ
し
て
聯
合
に
よ
っ

て
最
後
に
法
則
に
従
っ
て
の
再
生
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
故
に
経
験
そ
の
も
の
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
、
な

ぜ
な
ら
こ
の
機
能
が
な
い
と
す
れ
ば
諸
対
象
の
概
念
は
決
し
て
融
合
し
て
一
つ
の
経
験
を
な
す
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
ら
。＊
＊」

構
想
力
の
先
験
的
機
能
は
か
く
の
如
く
独
自
の
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
れ
に
対
し
て
純
粋
統
覚
は
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。「
こ
の
統
覚
は
純
粋
構
想
力
に
、
そ

の
機
能
を
知
性
的
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
加
わ
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。D

iese A
pperzeption 

ist es nun, w
elche zu der reinen Einbildungskraft hinzukom

m
en m

uss, um
 ihre Funktion intellektuell zu 

m
achen.

」
と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
構
想
力
の
綜
合
は
そ
れ
自
身
の
根
源
的
な
綜
合
で
あ
る
、
こ
れ
に
対
し
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て
統
覚
が
加
わ
っ
て
く
る
の
は
そ
の
機
能
を
知
性
的
な
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
。「
蓋
し
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は

構
想
力
の
綜
合
は
、
た
と
い
先
験
的
に
行
わ
れ
る
に
せ
よ
、
多
様
を
た
だ
そ
れ
が
直
観
に
現
れ
る
ま
ま
に
結
合
す

る
の
で
あ
る
故
に
、
―
―
例
え
ば
三
角
形
の
形
―
―
な
お
つ
ね
に
感
性
的
で
あ
る
。」
そ
れ
が
感
性
的
で
あ
る
と

い
う
の
は
構
想
力
の
綜
合
が
直
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
形
像 B

ild, G
estalt, B

ezeichnung 

に
関
わ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
、
そ
の
綜
合
は
第
二
版
の
言
葉
に
よ
る
と
知
性
的
綜
合 synthesis intellectualis 

に
対
す
る
形
像
的
綜

合 synthesis speciosa 
で
あ
る
。「
多
様
が
統
覚
の
統
一
に
対
し
て
有
す
る
関
係
に
よ
っ
て
概
念
が
生
じ
得
る
で

あ
ろ
う
、
概
念
は
悟
性
に
属
す
る
が
、
し
か
し
構
想
力
の
媒
介
に
よ
っ
て
の
み
概
念
は
感
性
的
直
観
に
関
し
て
生

じ
得
る
の
で
あ
る
。」
既
に
い
っ
た
よ
う
に
「
構
想
力
の
綜
合
に
関
す
る
統
覚
の
統
一
が
悟
性
で
あ
り
」、
感
性
的

直
観
に
関
す
る
概
念
は
構
想
力
の
媒
介
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。「
か
よ
う
に
し
て
我
々
は
あ

ら
ゆ
る
認
識
に
対
し
て
先
験
的
に
根
柢
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
心
の
一
根
本
能
力 ein G

rundverm
ögen 

と
し
て
純
粋
構
想
力
を
有
す
る
。
こ
れ
に
依
っ
て
我
々
は
一
方
直
観
の
多
様
と
他
方
純
粋
統
覚
の
必
然
的
統
一

の
制
約
と
を
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
感
性
と
悟
性
と
い
う
両
端
は
構
想
力
の
こ
の
先
験
的
機
能
を
媒
介
と
し
て

必
然
的
に
聯
関
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。B

eide äusserste Enden, näm
lich Sinnlichkeit und Verstand, m

üssen 

verm
ittelst dieser transzendetalen Funktion der Einbildungskraft notw

endig zusam
m

enhängen.

」
と
カ
ン
ト
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は
い
っ
て
い
る
。

＊
　V

gl. K
. d. r. V. A

 113, 114. 

な
お
人
間
学
に
お
い
て
は
生
産
的
構
想
力
の
感
覚
的
想
像
力
は
、
形
成
の
そ
れ
、
聯

合
の
そ
れ
、
親
和
の
そ
れ
と
い
う
風
に
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
親
和
（Verw

andtschaft, affinitas

）
が
構

想
力
に
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
尤
も
人
間
学
に
お
け
る
親
和
の
概
念
と
純
粋
理
性

批
判
に
お
け
る
そ
れ
と
が
直
ち
に
同
じ
で
な
い
こ
と
は
、
以
下
の
論
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

＊
＊
　K

. d. r. V. A
 123.

右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
先
ず
カ
ン
ト
が
構
想
力
を
独
立
の
根
源
的
な
能
力
と
考
え
た
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
固
有
の
根
本
的
な
機
能
は
綜
合
で
あ
る
。
統
覚
に
し
て
も
、
綜
合
に
関
す
る
限
り
、
構
想
力
を

前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
こ
の
綜
合
は
知
性
的
綜
合
で
な
く
、
構
想
力
の
機
能
が
知
性
化
さ
れ
る
た

め
に
は
統
覚
の
統
一
が
加
わ
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
構
想
力
の
機
能
そ
の
も
の
に
対
し

て
は
む
し
ろ
第
二
次
的
な
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
次
に
カ
ン
ト
は
構
想
力
の
綜
合
に
お
い
て
感
性
と
悟
性
と
を
媒

介
す
る
と
い
う
重
要
な
職
務
を
認
め
た
。
そ
れ
は
統
覚
と
時
間
と
の
媒
介
者
で
あ
る
。
構
想
力
に
お
け
る
綜
合
を

媒
介
と
し
て
、
一
方
現
象
は
統
覚
の
統
一
に
合
致
す
る
も
の
と
な
り
、
他
方
統
覚
の
統
一
は
現
象
の
中
へ
入
っ
て
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ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
際
構
想
力
は
感
性
と
悟
性
と
を
後
か
ら
機
械
的
に
結
び
附
け
る
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
働

く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
両
者
の
綜
合
が
可
能
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
働
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
根
源
的
に
合
一
的
で
あ
っ
て
、
独
自
の
能
力
と
し
て
他
の
二
者
の
統
一
を
形
成
す
る
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
言
葉
に
依
る
と die bildende M

itte

（
形
成
的
中
心
）
で
あ
る
。
構
想
力
の
綜
合
が
賓
辞
的
綜
合
で
な
く

て
真
理
的
綜
合
で
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
直
観
と
思
惟
と
の
統
一
に
関
わ
る
た
め
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
構
想
力
は
「
真
理
の
論
理
」
に
対
し
て
根
本
的
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
更
に
カ
ン
ト
は
、
純

粋
理
性
批
判
の
緒
論
並
び
に
結
論
に
お
い
て
、
次
の
如
き
注
目
す
べ
き
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。
曰
く
、「
人
間
の

認
識
に
は
二
つ
の
幹 zw

ei Stäm
m

e 
が
あ
る
、
そ
れ
ら
は
恐
ら
く
一
つ
の
共
通
の
、
し
か
し
我
々
に
は
知
ら
れ

な
い
根
か
ら aus einer gem
einschaftlichen, aber uns unbekannten W

urzel 

生
じ
た
も
の
で
、
感
性
と
悟
性
と

で
あ
る
。
前
者
に
よ
っ
て
我
々
に
対
象
が
与
え
ら
れ
、
後
者
に
よ
っ
て
そ
れ
が
思
惟
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」＊

曰
く
、

「
こ
こ
で
は
我
々
は
我
々
の
仕
事
の
完
成
、
即
ち
単
に
純
粋
理
性
か
ら
す
べ
て
の
認
識
の
建
築
を
設
計
す
る
と
い

う
仕
事
の
完
成
を
も
っ
て
満
足
し
よ
う
、
そ
し
て
単
に
我
々
の
認
識
力
の
一
般
的
な
根 die allgem

eine W
urzel 

unserer Erkenntniskraft 

が
分
れ
て
二
つ
の
幹
を
出
す
処
か
ら
出
発
し
よ
う
と
思
う
、
そ
の
一
つ
の
幹
が
理
性
で

あ
る
、
私
が
こ
こ
で
理
性
と
い
う
の
は
全
体
の
上
級
認
識
能
力
で
あ
る
、
従
っ
て
私
は
理
性
的
な
も
の
を
経
験
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的
な
も
の
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。＊
＊」

こ
こ
に
経
験
的
な
も
の
と
い
う
の
が
感
性
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個
所
に
お
い
て
、
他
の
場
合
に
は
認
識
の
「
源
泉
」
と
称
せ
ら
れ
た
も
の
が
一
つ

の
共
通
の
根
か
ら
生
ず
る
「
幹
」
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
前
の
個
所
に
お
い
て
は
「
共
通
の
根
」
は
「
恐

ら
く
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し
、
後
の
個
所
に
お
い
て
は
「
一
般
的
な
根
」
は
存
在

す
る
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
二
つ
の
個
所
に
お
い
て
こ
の
根
は
示
唆
さ
れ
る
に
止
ま
り
、「
我
々
に

は
知
ら
れ
な
い
」
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
感
性
と
悟
性
と
の
共
通
の
根
は
構
想
力
で
あ
る
と
察
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
人
間
学
の
中
で
カ
ン
ト
が
親
和
の
構
想
力
に
関
し
て
述
べ
て
い
る

事
柄
で
あ
る＊
＊
＊。

そ
こ
で
は
親
和
は
「
多
様
な
も
の
の
一
つ
の
根
基
か
ら
の
由
来
に
よ
る
結
合
」die Vereinigung 

aus der A
bstam

m
ung des M

annigfaltigen von einem
 G

runde 

と
定
義
さ
れ
る
。「
構
想
力
の
戯
れ das Spiel 

der Einbildungskraft 

は
こ
の
場
合
そ
れ
に
素
材
を
与
え
る
感
性
の
法
則
に
従
い
、
そ
の
聯
合
は
、
規
則
の
意
識

な
し
に
し
か
も
規
則
に
適
っ
て
、
か
く
て
悟
性
か
ら
（aus

）
導
来
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
は
い
え
悟
性
に
適
っ

て
（gem

äss

）
行
わ
れ
る
。」
構
想
力
の
綜
合
が
感
性
的
で
あ
る
こ
と
は
既
に
見
て
き
た
如
く
純
粋
理
性
批
判
の

中
で
も
記
さ
れ
て
い
た
、
し
か
し
そ
れ
は
単
に
感
性
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
悟
性
か
ら
出
て
い
な
く
て
も
悟
性

に
適
っ
て
お
り
、
意
識
的
で
な
く
て
も
規
則
に
適
っ
て
お
り
、
か
く
て
同
時
に
知
性
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
悟
性
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に
強
要
さ
れ
て
そ
う
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
お
の
ず
か
ら
そ
う
で
あ
る
の
で
あ
る
、
故
に
構
想
力
の
戯
れ
と
い

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
カ
ン
ト
は
親
和
の
概
念
を
悟
性
と
感
性
と
の
間
の
関
係
へ
持
ち
込
ん
で

い
っ
て
い
る
、「
悟
性
と
感
性
と
は
、
種
類
を
異
に
す
る U

ngleichartigkeit 

に
も
拘
ら
ず
、
恰
も
一
が
他
か
ら
、

或
い
は
両
者
が
一
つ
の
幹
か
ら
生
じ
た
か
の
よ
う
に als w

enn eine von der anderen, oder beide von einem
 

gem
einschaftlichen Stam

m
e ihren U

rsprung fätten 

我
々
の
認
識
を
作
る
た
め
に
お
の
ず
と
親
和
す
る
。
尤
も

そ
の
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
少
な
く
と
も
、
如
何
に
し
て
異
種
類
の
も
の
が
一
つ
の
同
じ
根
か
ら aus einer und 

derselben W
urzel 

発
生
し
得
た
か
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
理
解
し
得
な
い
の
で
あ
る
。」
こ
れ
に
対
す
る
注
に
お

い
て
更
に
彼
は
、「
人
間
理
性
は
、
こ
こ
で
系
統 A

bstam
m

 

を
探
究
し
よ
う
と
企
て
る
と
き
、
否
そ
れ
を
単
に

推
量
し
よ
う
と
企
て
て
さ
え
、
如
何
な
る
闇
の
中
に
迷
う
で
あ
ろ
う
か
。」
と
い
っ
て
い
る
。「
構
想
力
は
心
の
盲

目
な
、
し
か
し
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
機
能
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
し
に
は
我
々
は
お
よ
そ
如
何
な
る
認
識
を
も
有
し
得

な
い
が
、
我
々
が
こ
れ
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
稀
で
あ
る
。」
純
粋
理
性
批
判
の
決
定
的
に
重
要
な
個

所
即
ち
先
験
的
演
繹
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
か
く
の
如
き
構
想
力
の
問
題
に
直
面
し
た
。
そ
し
て
構
想
力
に
対
し

て
感
性
と
悟
性
と
の
媒
介
者
の
地
位
が
認
め
ら
れ
た
。
感
性
と
悟
性
と
の
構
造
及
び
そ
の
聯
関
は
構
想
力
の
構
造

の
う
ち
に
根
拠
を
有
し
て
い
る
。
後
者
は
、
前
の
二
者
が
そ
れ
か
ら
分
化
し
て
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
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ら
れ
る
ほ
ど
、
人
間
的
認
識
の
基
礎
附
け
に
お
い
て
根
柢
的
な
地
位
を
有
し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
構
想
力
の
重

要
性
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
の
功
績
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　K

. d. r. V. A
 15, B

 29.

＊
＊
　O

p. cit., A
 835, B

 863.

＊
＊
＊
　
本
書
〔
第
四
章
〕
第
八
節
（
七
四
、七
五
頁
）〔
本
巻
三
三
一
、三
三
二
頁
〕
参
照
。【「
生
産
的
構
想
力
の
感
覚

的
想
像
力
は
三
つ
の
」
以
下
】

し
か
し
な
が
ら
右
の
よ
う
に
構
想
力
に
根
柢
的
な
地
位
を
認
め
る
こ
と
は
、
純
粋
理
性
批
判
の
多
く
の
個
所
に

お
い
て
統
覚
に
中
心
的
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
立
入
っ
て
考
察

す
る
こ
と
を
要
す
る
種
々
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
統
覚
と
構
想
力
と
に
関
す
る
単
に
形
式
的
な
「
優
位
」
の
問

題
で
な
く
、
一
層
本
質
的
な
「
構
造
」
の
問
題
で
あ
る
。

一
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
カ
ン
ト
は
認
識
の
三
つ
の
源
泉
と
し
て
感
覚
、
構
想
力
、
統
覚
を
挙
げ
た
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
他
の
個
所
で
は
た
だ
二
つ
の
源
泉
を
考
え
て
い
る
。「
我
々
の
認
識
は
心
の
二
つ
の
根
本
源
泉
か
ら

生
ず
る
、
そ
の
第
一
は
表
象
を
受
取
る
能
力
（
印
象
の
受
容
性
）
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
こ
の
表
象
に
よ
っ
て
対

象
を
認
識
す
る
能
力
（
概
念
の
自
発
性
）
で
あ
る
」
と
い
い
、
更
に
鋭
く
「
こ
れ
ら
二
つ
の
認
識
源
泉
（
感
性
と
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悟
性
）
以
外
、
我
々
は
何
等
他
の
も
の
を
有
し
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。＊

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、「
そ
れ
ら

が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
認
識
は
生
じ
得
る
」
と
す
れ
ば
、
感
性
と
悟
性
と
を
媒
介
す
る
も
の
が
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
さ
に
構
想
力
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
結
合
が
後
か
ら
の

も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
ら
を
合
一
さ
せ
る
も
の
、
こ
の
「
綜
合
」
が
そ
れ
ら
を
そ
の
聯
関
と
統
一
に
お
い
て

発
生
せ
し
め
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
構
想
力
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
源
泉
の
根
源
、
根
源
的
統
一
と
見
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
感
性
と
悟
性
と
を
結
合
す
る
も
の
は
根
源
的
統
覚
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
い
う
反
対
が
起
り
得
る
。
そ
し
て
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
根
源
的
な
源
泉
と
し
て
の
構
想
力
は

抹
殺
さ
れ
、
そ
の
意
義
は
全
く
第
二
次
的
な
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

＊
　K

. d. r. V. A
 50, B

 74, A
 294, B

 350.

二
、
実
際
、
第
二
版
に
お
い
て
は
構
想
力
の
地
位
は
著
し
く
低
め
ら
れ
て
お
り
、
殆
ど
抹
殺
さ
れ
よ
う
と
さ
え

し
て
い
る
。
曰
く
、「
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
直
観
は
感
性
的
で
あ
る
か
ら
、
構
想
力
は
、
そ
の
も
と
に
お
い
て
そ
れ

の
み
が
悟
性
概
念
に
こ
れ
と
対
応
す
る
直
観
を
与
え
得
る
と
こ
ろ
の
主
観
的
制
約
に
関
し
て
は
、
感
性
に
属
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
綜
合
は
限
定
的
で
あ
っ
て
感
覚
の
如
く
単
に
被
限
定
的
で
な
い
と
こ
ろ
の
自
発

性
の
実
行
で
あ
り
、
従
っ
て
感
覚
を
そ
の
形
式
に
関
し
て
統
覚
の
統
一
に
適
っ
て
先
験
的
に
限
定
し
得
る
と
い
う
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限
り
に
お
い
て
は
、
構
想
力
は
感
性
を
先
験
的
に
限
定
す
る
能
力
で
あ
る
。
そ
し
て
直
観
を
範
疇
に
適
っ
て
綜

合
す
る
そ
の
綜
合
は
、
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
こ
れ
は
感
性
に
対
す
る
悟
性
の
一
つ
の
所

作 eine W
irkung des Verstandes auf die Sinnlichkeit 

で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
に
可
能
な
直
観
の
対
象
に
対
す

る
悟
性
の
最
初
の
（
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
他
の
適
用
の
基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
）
適
用
で
あ
る
。」＊

即
ち
こ
こ
で
は

構
想
力
が
感
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
単
な
る
感
性
と
は
異
な
っ
て
自
発
的
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

が
、
か
か
る
自
発
的
な
綜
合
は
実
は
悟
性
の
感
性
に
対
す
る
所
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
直
観
の
対
象

に
対
す
る
悟
性
の
適
用
で
あ
る
故
に
、統
覚
の
統
一
も
し
く
は
範
疇
に
適
っ
て
（gem

äss

）
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、

「
構
想
力
の
先
験
的
な
働
き
（
内
官
に
対
す
る
悟
性
の
綜
合
的
な
影
響
）」die transzendentale H

andlung der 
Einbildungskraft（synthetischer Einfluss des Verstandes auf den inneren Sinn

）と
い
わ
れ
、そ
し
て
統
覚
は「
一

切
の
結
合
の
源
泉
」der Q

uelle aller Verbindung 

と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る＊
＊。

と
こ
ろ
で
翻
っ
て
人
間
学
に

お
け
る
先
に
挙
げ
た
個
所
を
見
る
と
、
そ
こ
で
も
構
想
力
は
感
性
的
で
あ
る
と
共
に
悟
性
的
で
あ
る
、
受
容
的
で

あ
る
と
共
に
自
発
的
で
あ
る
。
そ
の
綜
合
は
自
発
性
に
属
し
、そ
の
限
り
構
想
力
は
生
産
的
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、

純
粋
理
性
批
判
第
二
版
の
右
の
個
所
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
人
間
学
に
お
い
て
は
構
想
力
の
聯
合
は
、

規
則
の
意
識
な
し
に
し
か
も
規
則
に
適
い
、
悟
性
か
ら
（aus
）
導
来
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
は
い
え
悟
性
に
適
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い
（gem

äss

）、
構
想
力
の
「
戯
れ
」Spiel 

と
見
ら
れ
、
か
よ
う
に
し
て
構
想
力
は
ま
さ
に
本
来
的
に
感
性
的
で

あ
る
と
共
に
悟
性
的
で
あ
り
、
か
く
の
如
き
構
想
力
に
お
け
る
感
性
と
悟
性
と
の
根
源
的
な
親
和
は
、
カ
ン
ト
を

し
て
構
想
力
が
両
者
の
共
通
の
根
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
「
構
想

力
の
独
創
性
は
、
そ
れ
が
概
念
に
一
致
す
る
場
合
、
天
才
と
呼
ば
れ
る
」D

ie O
riginalität der Einbildungskraft, 

w
enn sie zu B

egriffen zusam
m

enstim
m

t, heisst G
enie. 

と
い
っ
て
い
る＊
＊
＊。

構
想
力
は
本
来
天
才
的
な
も
の
で

あ
る
、
単
に
少
数
の
天
才
に
の
み
属
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
元
来
人
間
に
お
け
る
天
才
的
な
能
力
な

の
で
あ
る
。

＊
　K

ritik d. r. V. B
 152.

＊
＊
　O

p. cit., B
 154.

＊
＊
＊
　
本
書〔
第
四
章
〕第
八
節（
七
三
、七
四
頁
）〔
本
巻
三
三
〇
、三
三
一
頁
〕参
照
。【「
と
こ
ろ
で
構
想
力
の
生
産
性
は
」

云
々
以
下
】

三
、
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
に
お
け
る
構
想
力
の
問
題
は
二
重
の
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
方
構
想
力
は
人
間
の
心
の
一
根
本
能
力 ein G

rundverm
ögen 

と
し
て
そ
れ
自
身
の
固
有
の
機
能
を
有
し
て
い

る
。
カ
ン
ト
も
構
想
力
の
こ
の
本
来
の
働
き
を
認
め
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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経
験

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
功
績
は
主
と
し
て
か
く
の
如
き
構
想
力
の
綜
合
の
第
一
次
的
な
姿
を
捉
え
よ
う
と
し
た
点
に

あ
る
。
し
か
る
に
他
方
第
二
次
的
に
構
想
力
の
綜
合
に
は
そ
の
反
省
さ
れ
た
、
知
性
化
さ
れ
た
姿
が
あ
る
。＊

「
統

覚
は
純
粋
構
想
力
に
、
そ
の
機
能
を
知
性
的
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
加
わ
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

る
。」
構
想
力
の
知
性
化
は
先
験
的
統
覚
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
構
想
力
は
ど
こ
ま
で
も
先
験
的
統
覚

の
制
約
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
知
性
化
さ
れ
得
る
と
い
う
の
は
、
そ

れ
は
本
来
単
に
感
性
的
で
な
く
同
時
に
悟
性
的
で
あ
る
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
構

想
力
の
綜
合
の
右
の
如
き
二
重
の
在
り
方
は
表
裏
の
関
係
を
な
し
て
お
り
、
純
粋
理
性
批
判
の
第
二
版
に
お
い
て

統
覚
と
構
想
力
と
の
い
わ
ば
兼
合
い
が
認
め
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
第
二
版
に
お
い
て
は
構

想
力
の
綜
合
の
本
来
の
姿
は
隠
れ
て
そ
の
第
二
次
的
な
姿
が
強
く
前
面
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
故
に
生
じ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
我
々
は
カ
ン
ト
の
経
験
と
い
っ
た
も
の
が
特
定
の
規
定
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
そ
れ
は
法
則
的
な
自
然
科
学
に
お
け
る
経
験
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
対
象
的
な
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
先
験
的
統
覚
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
対
象
」G

egenstand 

の
「
相

関
者
」K

orrelatum
 

と
考
え
ら
れ
た
。「
統
覚
の
統
一
は
一
個
の
経
験
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
必
然
的
な
合

法
則
性
の
先
験
的
根
拠
で
あ
る
。
表
象
の
多
様
に
関
す
る
ま
さ
に
こ
の
統
覚
の
統
一
は
規
則
で
あ
っ
て
こ
の
規
則
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の
能
力
は
悟
性
で
あ
る
。＊
＊」
か
よ
う
に
し
て
対
象
的
認
識
に
関
し
て
統
覚
は
悟
性
と
同
一
視
さ
れ
る
。「
統
覚
の
綜

合
的
統
一
は
、
そ
れ
に
あ
ら
ゆ
る
悟
性
使
用
が
、
全
論
理
学
す
ら
が
、
従
っ
て
先
験
哲
学
が
、
結
び
着
け
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
最
高
点
で
あ
る
、
否
こ
の
能
力
が
悟
性
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。＊
＊
＊」

か
く
の
如
き
理
路
に
お
い
て
構
想

力
の
先
験
的
機
能
が
一
面
的
に
悟
性
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
、
か
く
て
そ
の
綜
合
が
悟
性
の
感
性
に
対
す
る
所

作
と
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
た
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
対
す
る
批
評
に
関
聯
し

て
、
あ
の
親
和
の
原
理
も
「
悟
性
の
う
ち
に
そ
の
座
を
有
す
る
」
と
い
っ
て
い
る＊
＊
＊
＊。

カ
ン
ト
は
先
験
的
統
覚
を 

“R
adikalverm

ögen” 

と
称
し
た
（A
 114.

）。
悟
性
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
構
想
力
を
殆
ど
抹
殺
す
る
ま
で
に
至

っ
た
。
か
か
る
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
悟
性
の
立
場
に
お
い
て
極
め
て
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
経
験

と
い
う
も
の
は
法
則
的
な
自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
の
経
験
に
限
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
限
定
さ
れ
た
意
味

に
お
け
る
経
験
の
理
論
と
し
て
は
純
粋
理
性
批
判
の
第
二
版
は
第
一
版
よ
り
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
に
し
て
も
、

経
験
と
い
う
も
の
を
更
に
広
く
、
或
い
は
一
層
日
常
的
な
意
味
に
、
或
い
は
一
層
原
本
的
な
意
味
に
解
す
る
な
ら

ば
、
後
に
示
す
如
く
構
想
力
に
対
し
て
一
層
根
本
的
な
意
味
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先

ず
い
っ
た
い
統
覚
と
悟
性
と
は
同
じ
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
対
象
的
認
識
に
関
す
る
限
り
カ
ン
ト
に
お
い
て
統
覚

と
悟
性
と
は
同
じ
に
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
尤
も
他
方
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
統
覚
と
悟
性
と
は
必
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経
験

ず
し
も
つ
ね
に
同
じ
に
見
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
如
何
な
る
区
別
が
考
え
ら
れ
る
か
が
、
問
題
の

第
四
の
点
で
あ
る
。「
九
」
の
終
に
我
々
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
に
対
し
て
提
出
し
て
お
い
た
問
題
は
、

こ
の
統
覚
の
他
の
可
能
な
意
味
を
見
出
し
、
そ
れ
と
構
想
力
、
従
っ
て
ま
た
時
間
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
初
め
て
完
全
に
答
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
我
々
は
こ
の
問
題
を
図
式
論
の
問
題
と
関
聯

し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
か
ら
出
発
し
て
こ
の
よ
う
な
区
別
を
考
え
た
も
の
と
し
て
、
脇
坂
光
次
氏
の
『
純

粋
理
性
批
判
の
存
在
論
的
解
釈
に
つ
い
て
』（『
哲
学
研
究
』
昭
和
六
年
二
月
【1931.2

】）
と
い
う
注
目
す
べ
き
論

文
が
あ
る
。

＊
＊
　K

. d. r. V. A
 127.

＊
＊
＊
　O

p. cit., B
 134, A

nm
erkung.

＊
＊
＊
＊
　O
p. cit., B

 794.

一
一
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カ
ン
ト
の
図
式
論
の
問
題
は
、
純
粋
悟
性
概
念
或
い
は
範
疇
の
現
象
へ
の
適
用
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
先
ず
や

や
外
面
的
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
論
理
学
に
お
け
る
包
摂 Subsum

tion 

の
観
念
を
導
き
の
糸

と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
範
疇
の
現
象
へ
の
適
用
は
、
経
験
的
従
っ
て
感
性
的
直
観
の
純
粋
悟
性
概
念
の

も
と
へ
の
包
摂
の
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
或
る
対
象
を
概
念
の
も
と
に
包
摂
す
る
に
当
っ
て
は
つ

ね
に
前
者
の
表
象
は
後
者
と
同
種
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
経
験
的
直
観
の
純
粋
悟
性
概
念
の
も
と
へ

の
包
摂
と
い
う
場
合
、
一
方
は
感
性
的
、
他
方
は
知
性
的
と
し
て
、
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
如
何
に

し
て
包
摂
は
可
能
で
あ
る
か
。
カ
ン
ト
は
い
う
、「
こ
こ
に
一
方
で
は
範
疇
と
、
他
方
で
は
現
象
と
同
種
的
で
あ

っ
て
、
前
者
の
後
者
へ
の
適
用
を
可
能
な
ら
し
め
る
或
る
第
三
の
も
の ein D

rittes 

が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
的
表
象
は
純
粋
（
全
然
経
験
的
な
も
の
を
含
ま
な
い
）
で
、
し
か
も
一
面
知
性

的
で
、
他
面
感
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
き
も
の
が
先
験
的
図
式 die transzendentale Schem

a 

な

の
で
あ
る
。」
と
こ
ろ
で
先
験
的
な
時
間
規
定
は
、
普
遍
で
、
先
天
的
規
則
に
基
づ
く
限
り
に
お
い
て
、
範
疇
と

同
種
的
で
あ
る
。
し
か
し
時
間
は
他
方
、
多
様
な
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
表
象
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
限
り

に
お
い
て
、
現
象
と
同
種
的
で
あ
る
。
か
く
し
て
範
疇
の
現
象
へ
の
適
用
は
、
悟
性
概
念
の
図
式
と
し
て
、
後
者

の
前
者
の
も
と
へ
の
包
摂
を
媒
介
す
る
と
こ
ろ
の
先
験
的
な
時
間
規
定
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
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経
験

る
に
か
よ
う
な
図
式
時
間 Schem

a-Zeit 

は
生
産
的
構
想
力
の
産
物
で
あ
る
。
従
っ
て
悟
性
と
感
性
と
は
構
想
力

を
媒
介
と
し
て
結
び
附
く
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
図
式
論
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
図
式
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。「
図
式
は
そ
れ
自
体
つ
ね
に
た
だ
構
想
力
の
産
物
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
構
想
力
の
綜
合
が
目
差
す
と
こ

ろ
は
、
個
々
の
直
観
で
は
な
く
、
感
性
の
規
定
に
お
け
る
統
一
の
み
で
あ
る
か
ら
、
図
式 Schem

a 

と
形
像 B

ild 

と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
構
想
力 Einbildungskraft 

は
形
像
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。
図
式
も sch:ma

＝

G
estalt, Form

 

を
意
味
し
、
形
像
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
形
像
と
図
式
と
は
如
何
に
区
別
さ
れ
、
如
何
に
関

係
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
形
像
は
物
の
形
或
い
は
姿
（ei\doV, ijdeva

）
で
あ
る
。
い
ま
私
が
一
匹
の
犬
を
見
る
と
き
、

こ
の
犬
の
形
が
形
像
で
あ
る
、
そ
れ
は
こ
の
そ
こ
に
あ
る
も
の
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
一
匹
の

犬
で
あ
る
が
、
そ
の
形
像
は
こ
の
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
な
し
に
、
単
に
こ
の
一
匹
の
犬

で
な
く
同
時
に
か
か
る
も
の
の
ひ
と
つ
の
多
様
性
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
こ

の
知
覚
さ
れ
た
犬
は
、
如
何
に
犬
は
一
般
に
見
え
る
か
を
示
し
て
い
る
、
従
っ
て
我
々
が
犬
の
概
念
に
お
い
て
表

象
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
概
念
の
感
性
化
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
と
よ
り
そ
の
犬
自
身
は
そ
の
一
定
の
姿
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
犬
で
あ
る
た
め
に
は
、
必
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ず
し
も
そ
の
犬
が
見
え
る
通
り
に
見
え
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
い
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々

に
た
だ
お
よ
そ
如
何
に
犬
が
見
え
得
る
か
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
犬
の
可
能
な
姿
の
範
囲
を
、

一
層
厳
密
に
い
う
と
、
或
る
も
の
が
犬
に
相
応
す
る
姿
を
現
し
得
る
た
め
に
は
、
一
般
に
如
何
に
見
え
ね
ば
な
ら

ぬ
か
を
規
制
す
る regeln 

と
こ
ろ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
規
則
の
表
象
が
図
式
で
あ
る
。
カ

ン
ト
は
い
っ
て
い
る
、「
犬
の
概
念
は
私
の
構
想
力
が
そ
れ
に
従
っ
て
或
る
四
足
獣
の
形
を
一
般
的
に
描
き
出
す

こ
と
の
で
き
る
規
則
を
意
味
す
る
、
そ
の
際
経
験
が
私
に
提
供
す
る
或
る
唯
一
特
殊
な
形
、
或
い
は
ま
た
私
が
具

体
的
に
現
し
得
る
個
々
の
可
能
な
形
像
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。」＊

概
念
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ

う
に
規
制
す
る
規
則
の
統
一
の
表
象
を
超
え
る
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
論
理
学
に
お
い
て
概
念
と
呼
ば
れ
る

も
の
は
図
式
の
う
ち
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
右
に
引
い
た
文
の
す
ぐ
前
に
次
の
如
く
書
い

て
い
る
。「
経
験
の
対
象
或
い
は
そ
の
形
像
は
経
験
的
概
念
と
合
致
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
却
っ
て
こ
の
概
念
は

つ
ね
に
直
接
に
、
或
る
一
般
概
念
に
従
っ
て
我
々
の
直
観
を
限
定
す
る
規
則
と
し
て
の
、
構
想
力
の
図
式
に
関
係

す
る
。」
概
念
は
つ
ね
に
直
接
に
構
想
力
の
図
式
に
関
係
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
思
想
は
、
概
念
の
成
立
に
つ
い

て
の
論
理
的
問
題
に
対
す
る
極
め
て
卓
抜
な
見
解
で
あ
る
。
概
念
は
抽
象
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
い
う
普
通
の
見

解
が
ア
ポ
リ
ア
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、ジ
ク
ワ
ル
ト
の
如
き
論
理
学
者
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が＊
＊、



三
八
九

第
四
章　

経
験

概
念
は
構
想
力
の
図
式
の
う
ち
に
基
礎
附
け
ら
れ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
見
解
は
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
対
す
る
み
ご

と
な
解
決
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
経
験
的
感
性
的
概
念
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
は
純
粋
感
性
的
概
念
に
つ

い
て
も
言
わ
れ
得
る
。
こ
の
場
合
に
も
形
像
と
図
式
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
私
が
五
つ
の
点
を
順

次
に
打
つ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
五
と
い
う
数
の
形
像
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
私
が
単
に
数
一
般
―
―
五
で
も
百

で
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
の
―
―
を
思
惟
す
る
場
合
、
こ
の
思
惟
は
む
し
ろ
、
一
定
の
概
念
に
従
っ
て
一
つ
の
集
合

量
（
例
え
ば
千
）
を
形
像
に
お
い
て
表
象
す
る
方
法
の
表
象 die Vorstellung einer M

ethode 

で
あ
っ
て
、
こ
の

形
像
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
形
像
は
千
と
い
う
よ
う
な
数
の
場
合
に
は
こ
れ
を
見
渡
し
、
概
念
と
比
較
す
る
こ
と

は
容
易
に
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。「
そ
こ
で
か
く
の
如
く
概
念
に
そ
の
形
像
を
賦
与
す
る
構
想
力
の
一
般
的
操
作
の

表
象 diese Vorstellung von einem

 allgem
einen Verfahren der Einbildungskraft 

を
、
私
は
こ
の
概
念
に
対
す

る
図
式
と
名
附
け
る
。」し
か
し
概
念
が
先
ず
あ
っ
て
、構
想
力
が
次
に
こ
れ
を
形
像
化
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
概
念
の
根
柢
に
構
想
力
の
図
式
が
あ
る
の
で
あ
る
。
概
念
は
形
像
か
ら
例
え
ば
抽
象
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る

の
で
な
く
、
図
式
の
う
ち
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。
形
像
か
ら
概
念
を
抽
象
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
こ
れ
に

よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。「
実
際
、
我
々
の
純
粋
感
性
的
概
念
の
根
柢
に
存
す
る zum

 G
runde liegen 

も
の
は
、
対

象
の
形
像
で
は
な
く
て
図
式
で
あ
る
。」
三
角
形
一
般
の
概
念
と
三
角
形
の
形
像
と
は
決
し
て
十
全
に
合
致
せ
ぬ



三
九
〇

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
三
角
形
の
概
念
は
、
直
角
で
あ
る
と
斜
角
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
三
角
形
に
妥

当
す
る
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
形
像
は
か
よ
う
な
普
遍
性
に
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
つ
ね
に
こ

の
範
囲
の
一
部
に
制
限
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。「
三
角
形
の
図
式
は
決
し
て
思
考
の
外
に
存
在
す
る
こ
と

が
で
き
ぬ
、
そ
し
て
空
間
に
お
け
る
純
粋
な
形
に
関
し
て
、
構
想
力
の
綜
合
の
規
則 eine R

egel der Synthesis 

der Einbildungskraft 
を
意
味
し
て
い
る
。」
概
念
の
根
柢
に
は
図
式
が
あ
り
、
こ
の
も
の
に
お
い
て
概
念
は
感

性
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
概
念
は
む
し
ろ
こ
の
も
の
か
ら
抽
象
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
図
式

性
こ
そ
根
源
的
な
概
念
構
成
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
現
象
と
そ
の
単
な
る
形
式
と
に
関
す
る
我
々
の
悟
性
の
こ
の

図
式
性
は
、
人
間
の
心
の
深
み
に
お
け
る
隠
れ
た
術 eine verborgene K

unst in den Tiefen der m
enschlichen 

Seele 

で
あ
る
、
そ
の
真
の
こ
つ
を
我
々
が
自
然
か
ら
学
び
得
て
、
こ
れ
を
赤
裸
々
に
示
す
と
い
う
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る＊
＊
＊。

こ
の
注
目
す
べ
き
言
葉
は
、
我
々
が
前
節
に
挙
げ
た
構
想

力
の
驚
歎
す
べ
き
性
質
に
関
す
る
他
の
個
所
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
言
葉
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
が

構
想
力
に
根
源
的
な
機
能
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

＊
　K
ritik der reinen Vernunft, B

 180.

＊
＊ V

gl. Sigw
art, Logik, I, 4te A

ufl., SS. 334, 335.
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＊
＊
　K

. d. r. V., B
 180.

カ
ン
ト
に
と
っ
て
構
想
力
は
も
と
感
性
と
悟
性
と
を
綜
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
純
粋
理
性
批
判
に
お

い
て
ま
さ
に
感
性
と
悟
性
と
の
綜
合
が
問
題
に
な
っ
た
所
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
綜
合
は
構
想
力
が
感
性
と
悟
性

と
の
秘
め
ら
れ
た
共
同
の
根
源
と
看
做
さ
れ
た
ほ
ど
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
構
想
力
に
か
よ
う
な
根
源

性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
場
合
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
陳
述
と
矛
盾
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
既

に
引
用
し
た
個
所 A

 124 
に
お
い
て
彼
は
い
う
、「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
構
想
力
の
綜
合
は
、
た
と
い
ア
・
プ

リ
オ
リ
に
行
わ
れ
る
に
せ
よ
、
多
様
を
た
だ
そ
れ
が
直
観
に
現
れ
る

0

0

0 erscheint 

ま
ま
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
故

に
、
―
―
例
え
ば
三
角
形
の
形 G

estalt
―
―
な
お
つ
ね
に
感
性
的
で
あ
る
。」
し
か
し
か
よ
う
に
構
想
力
が
感
性

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
単
に
0

0

感
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
構
想

力
は
一
面
ど
こ
ま
で
も
感
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

0

0

0

。
そ
う
で
な
い
と
、
そ
れ
は
悟
性
と
感
性
と
を
綜
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従
っ
て
範
疇
の
現
象
へ
の
適
用
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
構
想
力
は
直

観
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
感
性
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
綜
合
が
自
発
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
構
想
力

は
む
し
ろ
悟
性
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
再
び
引
用 B

 151 
す
れ
ば
カ
ン
ト
は
い
う
、「
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
直
観
は

感
性
的
で
あ
る
か
ら
、
構
想
力
は
、
そ
の
も
と
に
お
い
て
、
そ
れ
の
み
が
悟
性
概
念
に
こ
れ
と
対
応
す
る
直
観
を
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与
え
得
る
と
こ
ろ
の
主
観
的
制
約
に
関
し
て
は
、
感
性
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
綜
合
は
、
限
定
的

で
あ
っ
て
感
能
の
如
く
単
に
被
限
定
的
で
な
い
と
こ
ろ
の
自
発
性
の
実
行
で
あ
り
、
従
っ
て
感
能
を
そ
の
形
式
に

関
し
て
統
覚
の
統
一
に
適
っ
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
限
定
し
得
る
、
と
い
う
限
り
に
お
い
て
は
、
構
想
力
は
感
性
を

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
限
定
す
る
能
力
で
あ
る
、
そ
し
て
直
観
を
範
疇
に
適
っ
て
綜
合
す
る
そ
の
綜
合
は
、
構
想
力
の

先
験
的
綜
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
こ
れ
は
感
性
に
対
す
る
悟
性
の
一
つ
の
所
作
で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
に
可
能

な
直
観
の
対
象
に
対
す
る
悟
性
の
最
初
の
（
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
他
の
適
用
の
基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
）
適
用
で
あ

る
。」
即
ち
構
想
力
は
、
一
方
「
感
性
に
属
す
る
」
と
見
ら
れ
る
ほ
ど
感
性
的
で
あ
る
が
、
他
方
「
悟
性
の
感
性

に
対
す
る
一
つ
の
所
作
」
と
見
ら
れ
る
ほ
ど
悟
性
的
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
こ
の
個
所
で
は
、
既

に
述
べ
た
如
く
、
構
想
力
は
単
に
感
性
に
属
せ
し
め
ら
れ
、
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
は
実
は
感
性
に
対
す
る
悟
性

の
一
つ
の
所
作
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
想
力
の
根
源
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
に
我
々
は
悟
性
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
考
え
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、「
統
覚
の
統
一
に
適
っ
て
」der 

Einheit der A
pperzeption gem

äss 

と
「
範
疇
に
適
っ
て
」den K

ategorien gem
äss 

と
が
同
じ
意
味
に
用
い
ら

れ
、
か
く
し
て
統
覚
と
悟
性
と
が
同
一
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
節
に
論
じ
た
こ
と
と
関
係
し
て
注

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
は
既
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
構
想
力
の
独
自
の
根
源
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
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に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
構
想
力
の
綜
合
が
範
疇
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
構
想
力
の
独
自
の
機
能
に
も

と
づ
い
て
お
の
ず
か
ら
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
悟
性
に
強
要
さ
れ
て
そ
う
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
即
ち
人
間
学
の

中
で
カ
ン
ト
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
構
想
力
の
戯
れ
は
、
悟
性
か
ら
（aus

）
出
て
い
な
く
て
も
悟
性
に
適
っ

て
（gem

äss

）
お
り
、
従
っ
て
知
性
的
で
あ
る
。
構
想
力
は
も
と
も
と
感
性
的
・
悟
性
的
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

図
式
に
お
い
て
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
「
人
間
の
心
の
深
み
に
お
け
る
隠
れ
た
術
」
に
つ
い

て
語
っ
た
後
、
続
け
て
書
い
て
い
る
、「
た
だ
次
の
こ
と
だ
け
は
言
わ
れ
得
る
、
―
―
形
像
0

0

は
生
産
的
構
想
力
の

経
験
的
能
力
の
所
産
で
あ
る
、
感
性
的
概
念
（
空
間
に
お
け
る
図
形
と
し
て
の
）
の
図
式
0

0

は
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
純

粋
構
想
力
の
所
産
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
れ
に
依
り
そ
れ
に
従
っ
て
初
め
て
形
像
が
可
能
に
な
る
と
こ
ろ
の
略
図
で

あ
る
、
形
像
は
た
だ
つ
ね
に
そ
れ
が
描
き
出
す bezeichnen 

と
こ
ろ
の
図
式
に
よ
っ
て
概
念
と
結
合
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
は
概
念
と
完
全
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。」
単
に
形
像
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
は
構
想
力
は
感
性
的
で
あ
る
、
し
か
し
形
像
そ
の
も
の
も
図
式
に
依
り
図
式
に
従
っ
て
可
能
で
あ
る
。
そ

し
て
形
像
が
概
念
と
結
び
附
け
ら
れ
る
の
は
そ
の
根
柢
に
あ
る
図
式
を
媒
介
と
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
更

に
続
け
て
書
い
て
い
る
、「
こ
れ
に
反
し
て
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
は
何
等
形
像
に
も
た
ら
さ
れ
得
ぬ
或
る
も
の 

etw
as, w

as in gar kein B
ild gebracht w

erden kann. 

で
あ
る
、
そ
れ
は
単
に
範
疇
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
概
念
一
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般
に
従
う
と
こ
ろ
の
統
一
の
規
則
に
適
う
純
粋
綜
合
で
あ
っ
て
、
構
想
力
の
先
験
的
所
産
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
れ

は
諸
表
象
が
統
覚
の
統
一
に
適
っ
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
一
つ
の
概
念
に
お
い
て
相
聯
関
す
べ
き
限
り
に
お
い
て
、

あ
ら
ゆ
る
表
象
に
関
す
る
時
間
と
い
う
内
官
の
形
式
の
制
約
の
も
と
に
内
官
の
規
定
一
般
に
関
係
す
る
も
の
で
あ

る
。」
か
く
て
純
粋
悟
性
概
念
、
即
ち
犬
と
い
う
如
き
経
験
的
感
性
的
概
念
或
い
は
三
角
形
と
い
う
如
き
純
粋
感

性
的
概
念
と
も
異
な
る
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
は
時
間
で
あ
る
。
こ
の
図
式
は
、
そ
れ
が
「
何
等
形
像
に
も
た
ら

さ
れ
得
な
い
或
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
の
図
式
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
図
式
・
時
間

の
す
ぐ
れ
た
悟
性
的
性
格
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
む
し
ろ
、
時
間
が
一
般
に
形
像
に
も
た
ら
さ
れ

得
な
い
或
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
の
い
う
時
間
即
ち
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
と
し
て
の
時
間
、
従

っ
て
対
象
的
認
識
に
関
わ
る
時
間
の
特
性
が
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
図
式

を
形
成
す
る
構
想
力
の
作
用
は
カ
ン
ト
に
よ
る
と
「
概
念
に
そ
の
形
像
を
賦
与
す
る
」einem

 B
egriff sein B

ild 

verschaffen 

に
あ
る
。
従
っ
て
図
式
・
時
間
に
は
形
像
が
な
い
と
い
う
場
合
、
そ
の
形
像
が
特
定
の
意
味
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
即
ち
図
式
・
時
間
に
と
っ
て
一
般
に
形
像
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な

く
、
た
だ
そ
れ
は
経
験
的
に
直
観
さ
れ
得
る
も
の
の
範
囲
か
ら
取
っ
て
来
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
の
形
像
は
純
粋
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
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経
験

「
純
粋
形
像
」das reine B

ild 

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。「
感
能
一
般
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
純
粋
形
像
は
時
間
で
あ

る
。」
と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。＊

同
じ
言
葉
は
彼
が
悟
性
概
念 N

otion 

を
規
定
し
た
場
合
に
見
出
さ
れ
る
。
即

ち
い
う
、「
純
粋
概
念
は
専
ら
悟
性
に
そ
の
根
源
を
有
す
る
限
り
で
は
（
感
性
の
純
粋
形
像
に
お
い
て
で
は
な
く 

nicht im
 reinen B

ilde der Sinnlichkeit

）
悟
性
概
念
（notio

）
と
呼
ば
れ
る
。＊
＊」
時
間
は
「
純
粋
形
像
」
と
し
て

図
式
・
形
像 Schem

a-B
ild 

で
あ
り
、
単
に
純
粋
悟
性
概
念
に
対
立
す
る
直
観
形
式
に
過
ぎ
ぬ
或
る
も
の
で
は
な

い
。
悟
性
概
念
の
図
式
は
そ
れ
故
に
固
有
の
性
格
を
有
し
、
か
く
し
て
構
想
力
に
独
自
の
機
能
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
一
般
に
概
念
は
図
式
の
う
ち
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
根
源
概
念
」

U
rbegriffe 

で
あ
る
と
こ
ろ
の
範
疇
は
図
式
・
時
間
の
う
ち
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
い
う
よ
う
に
、「
先
験
的
図
式
論
は
根
源
的
な
、
本
来
的
な
概
念
構
成
一
般
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う＊
＊
＊。

＊
　K

ritik der reinen Vernunft, B
 182.

＊
＊
　O
p. cit., B

 377.

＊
＊
＊
　V

gl. M
artin H

eidegger, K
ant und das Problem

 der M
etaphysik, S. 104.
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一
二

し
か
る
に
こ
こ
に
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る
図
式
論
が
「
判
断
力
の
先
験
的
理
説
」

と
称
す
る
篇
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
カ
ン
ト
の
図
式
論
は
も
と
判
断
力
に
関
わ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
構
想
力
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
説
が
出
て
く
る
。
か
く
し
て
構
想
力
の
独
自
性
と

根
源
性
と
が
否
定
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
図
式
論
は
如
何
に
し
て
判
断
力
の
も
と
に
持
ち
来
た
さ

れ
た
の
で
あ
る
か
。
い
っ
た
い
構
想
力
と
判
断
力
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
験
的
図
式
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
構
想
力
に
本
来
的
な
機
能
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
悟
性
と
感
性
と
の
綜

合
の
問
題
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
右
に
論
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
瞭
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
る
に
既
に

触
れ
た
如
く
、
カ
ン
ト
は
同
時
に
図
式
論
の
問
題
を
包
摂 Subsum

tion 

の
問
題
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
。
そ
こ

か
ら
図
式
論
と
判
断
力
と
が
結
び
附
け
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
判
断
力 U

rteilskraft 

と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
に
よ

る
と
、「
規
則
の
も
と
に
包
摂
す
る
能
力 das Verm

ögen, unter R
egeln zu subsum

ieren 

即
ち
或
る
も
の
が
与
え

ら
れ
た
規
則
の
も
と
に
属
す
る
か
否
か
を
弁
別
す
る
能
力
」
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
そ
も
そ
も
綜
合
0

0

が
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
こ
れ
を
包
摂
0

0

の
問
題
と
し
て
提
出
し
、
綜
合
の
原
理
で
あ
る
構
想
力
は
前
面
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験

か
ら
退
い
て
判
断
力
が
現
れ
た
。
詳
し
く
言
う
と
、
悟
性
と
感
性
と
の
綜
合
の
問
題
は
、「
如
何
に
し
て
純
粋
悟

性
概
念
の
も
と
へ
の
経
験
的
（
の
み
な
ら
ず
一
般
的
感
性
的
）
直
観
の
包
摂
0

0

、
従
っ
て
現
象
へ
の
範
疇
の
適
用
0

0 
A

nw
endung 

は
可
能
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
題
に
置
き
換
え
ら
れ
、
図
式
論
は
判
断
力
に
よ
る
包
摂
の
関
係
と

し
て
論
じ
ら
れ
た
。
綜
合
の
問
題
は
包
摂
の
問
題
と
し
て
形
式
化
さ
れ
、
概
念
化
さ
れ
、
従
っ
て
ま
た
外
面
化
さ

れ
た
。
こ
の
場
合
、
純
粋
悟
性
概
念
或
い
は
範
疇
は
既
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
、
そ
の
現
象
へ
の

適
用
0

0

、
或
い
は
経
験
的
直
観
が
こ
の
「
与
え
ら
れ
た
規
則
の
も
と
に
（casus datae legis

）
属
す
る
か
否
か
」
を

弁
別
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、
対
象
を
概
念
の
も
と
に
包
摂
す
る
に
当
っ
て
は
つ
ね

に
前
者
の
表
象
は
後
者
と
同
種
的 gleichartig 

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
従
っ
て
現
象
が
範
疇
の
も
と
に
包
摂

さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
面
に
は
知
性
的
で
他
面
に
は
感
性
的
で
あ
る
よ
う
な
或
る
第
三
の
も
の
の
媒
介
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
、
先
験
的
図
式
は
か
く
の
如
き
性
質
を
有
す
る
第
三
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
る
に
か
よ
う
に

包
摂
の
関
係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
限
り
、先
験
的
図
式
は
た
と
い
或
る
種
の
媒
介
綜
合
を
な
し
得
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
を
用
い
る
と
第
二
次
的
な
賓
辞
的
綜
合 die prädikative Synthsis 

と
し
て
働
く

に
止
ま
り
、
本
来
的
な
綜
合
即
ち
真
理
的
綜
合 die veritative Synthesis 

と
し
て
働
く
も
の
と
は
い
い
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
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か
く
の
如
き
先
験
的
図
式
論
の
形
式
化
、
概
念
化
乃
至
外
面
化
は
如
何
に
し
て
生
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問

題
は
カ
ン
ト
が
範
疇
を
判
断
表
か
ら
導
い
て
き
た
と
い
う
手
続
の
外
面
性
に
ま
で
溯
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
範
疇
は
「
与
え
ら
れ
た
規
則
」
と
し
て
前
提
さ
れ
、
純
粋
理
性
批
判
の
最
も
根
本
的
な
問

題
を
論
じ
た
純
粋
悟
性
概
念
の
先
験
的
演
繹
論
に
お
い
て
さ
え
、
範
疇
の
演
繹
の
問
題
は
範
疇
の
現
象
へ
の
適
用

と
い
う
如
き
外
面
的
な
定
式
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
我
々
は
そ
こ
で
綜
合
の
問
題
が
構
想
力

に
関
係
し
て
根
源
的
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
を
見
て
き
た
。
ハ
イ
ネ
マ
ン
の
言
葉
を
転
用
す
る
と
、「
先
験
的
演

繹
論
は
二
つ
の
反
対
の
傾
向
の
ま
こ
と
の
闘
争
場
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。＊

そ
し
て
構
想
力

の
問
題
が
前
面
か
ら
推
し
退
け
ら
れ
た
の
は
既
に
述
べ
た
如
く
悟
性
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
ま
た
カ
ン
ト
の
問
題
と
し
た
の
が
対
象
的
な

0

0

0

0

経
験
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
経
験
と
い
う
も
の

が
法
則
的
な
自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
の
経
験
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合

先
験
的
統
覚
と
悟
性
と
が
同
一
視
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
既
に
記
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
先
験
的
図
式
論

が
判
断
力
に
よ
る
包
摂
の
関
係
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
如
き
外
面
化
、
概
念
化
、
形
式
化
と

つ
な
が
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
悟
性
と
感
性
と
の
関
係
は
本
来
綜
合
の
問
題
で
あ
っ

て
、
単
な
る
包
摂
の
問
題
で
は
な
い
。
綜
合
の
問
題
は
そ
の
よ
う
な
判
断
力
よ
り
も
む
し
ろ
統
覚
と
関
係
す
る
と
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考
え
る
の
が
一
層
適
切
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
カ
ン
ト
は
一
方
、
対
象
的

0

0

0

認
識
の
問
題
を
論
ず
る
純
粋
理
性
批
判
の

立
場
に
関
し
て
、
統
覚
を
悟
性
と
同
一
視
し
て
い
る
が
、
他
方
両
者
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち

一
方
で
は
「
こ
の
能
力
（
統
覚
の
綜
合
的
統
一
の
能
力
）
が
悟
性
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
共

に
、
他
方
で
は
「
悟
性
の
可
能
性
で
さ
え
意
識
の
統
一
に
基
づ
く
」
と
い
わ
れ
て
い
る＊
＊。
悟
性
と
統
覚
と
は
同
一

で
な
く
、
悟
性
は
先
験
的
統
覚
の
対
象
的
論
理
的
側
面
を
現
す
に
止
ま
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
統
覚
は

単
に
悟
性
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
悟
性
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も
の
と
を
総
括
す
る
全
体
的
な

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
カ
ン
ト
は
「
一
切
包
括
的
な
純
粋
統
覚
」 eine allbefassende 

reine A
pperzeption 

と
も
、
或
い
は
ま
た
「
全
可
能
的
自
覚
」das ganze m

ögliche Selbstbew
usstsein 

と
も

い
っ
て
い
る＊
＊
＊。

か
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
統
覚
は
カ
ン
ト
の
い
う
よ
う
に
綜
合
的
統
一
と
し
て
構
想
力
の
綜
合

を
「
前
提
」
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
却
っ
て
こ
れ
を
自
己
の
う
ち
に
保
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
或
い
は
む
し
ろ
統

覚
は
そ
の
根
源
的
な
形
態
に
お
い
て
構
想
力
で
あ
る
と
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
し
て
我
々
は
フ
ン
ボ

ル
ト
の
い
う
如
き
意
味
に
お
け
る
「
構
想
力
」
の
思
想
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
構
想
力
は
芸
術

的
統
覚 die künstlerische A

pperzeption 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
単
に
感
性
的
な
も
の
で
な
く
、

む
し
ろ
イ
デ
ー
的
或
い
は
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
イ
デ
ー
或
い
は
理
性
は
決
し
て
抽
象
的
な
も
の
で
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は
な
い
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に
依
る
と
、
イ
デ
ー
は
全
体
性
或
い
は
「
一
切
の
関
係
の
根
源
点
」der W

urzelpunkt 

aller R
elationen 

で
あ
り
、
諸
関
係
を
そ
の
根
源
的
な
統
一
性
に
お
い
て
結
合
す
る
こ
と
は
た
だ
構
想
力
に
の

み
許
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
解
す
る
場
合
、
図
式
と
い
う
も
の
も
フ
ン
ボ
ル
ト
の
考
え
た
よ
う
な
根
本
理
念

G
rundidee 

の
歴
史
に
お
け
る
発
現
と
し
て
の
理
念
的
形
態 die idealischen Form

en 

の
如
き
も
の
と
な
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
歴
史
的
世
界
形
成
に
お
け
る
図
式
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
カ
ン

ト
は
か
く
の
如
く
考
え
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
う
ち
に
既
に
何
等
か
か
く
の
如
き
思
想
は
準
備
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
フ
ン
ボ
ル
ト
を
初
め
後
の
ド
イ
ツ
哲
学
に
最
も
深
い
影
響

を
与
え
た
カ
ン
ト
の
著
作
、
判
断
力
批
判
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　Fritz H

einem
ann, D

er A
ufbau von K

ants K
ritik der reinen Vernunft und das Problem

 der Zeit,1913, S. 23.

　
＊
＊
　K

. d. r. V., B
 134 A

nm
erkung, B

 137.

　
＊
＊
＊
　O

p. cit., A
 123, A

 113.

純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る
図
式
論
が
判
断
力
の
問
題
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
既
に
い
っ
た

よ
う
に
問
題
を
外
面
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
判
断
力
と
構
想
力
と
の
密
接
な
関
係
を
暗
示
し
て
い
る

も
の
と
し
て
見
る
場
合
興
味
が
深
い
。
カ
ン
ト
の
第
三
批
判
書
は
実
に
「
判
断
力
批
判
」
と
称
せ
ら
れ
た
の
で
あ



四
〇
一

第
四
章　

経
験

る
が
、
こ
れ
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
る
と
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
及
び
そ
の
弟
子
マ
イ
エ
ル
並
び
に
テ
ー
テ
ン
ス
等
の

い
う
「
構
想
力
の
論
理
」
或
い
は
「
想
像
の
論
理
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。＊

第
一
批
判
書
に
お
い
て
図
式
論

と
し
て
現
れ
た
判
断
力
の
批
判
乃
至
構
想
力
の
論
理
は
第
三
批
判
書
に
お
い
て
深
化
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
判
断
力
は
第
一
批
判
書
に
お
い
て
は
「
規
則
の
も
と
に
包
摂
す
る
能
力
」
と
し
て
規
定

さ
れ
た
。
同
様
の
定
義
は
第
三
批
判
書
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
特
殊
を
普
遍
の
も
と
に
含
ま

れ
る
も
の
と
し
て
思
惟
す
る
能
力
」
と
定
義
さ
れ
、
或
い
は
「
概
念
の
も
と
へ
経
験
的
直
観
を
包
摂
す
る
」
能
力

と
も
い
わ
れ
て
い
る＊
＊。

更
に
カ
ン
ト
は
次
の
如
く
書
い
て
い
る
、「
対
象
の
概
念
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ

の
概
念
を
認
識
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
判
断
力
の
仕
事
は
表
出
0

0 D
arstellung

（exhibitio

）
即
ち

概
念
に
対
し
て
こ
れ
に
対
応
す
る
直
観
を
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。＊
＊
＊」

か
よ
う
に
見
ら
れ
た
判
断
力
の
仕
事
は
、

か
の
第
一
批
判
書
に
い
う
「
概
念
に
そ
の
形
像
を
賦
与
す
る
構
想
力
の
一
般
的
操
作
」
と
合
致
し
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の “D

arstellung (exhibitio)” 

と
い
う
も
の
は
か
の
個
所
で “bezeichnen” 

と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
人
間
学
に
お
い
て
は
生
産
的
構
想
力
は
対
象
の exhibitio originaria

（
根
源
的
表
出
）
の
、
再
生
的
構
想
力

は
対
象
の exhibitio derivativa

（
派
生
的
表
出
）
の
能
力
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
第
三
批
判
書
に

お
い
て
も
右
に
引
用
し
た
文
に
す
ぐ
続
い
て
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
、「
そ
し
て
こ
れ
に
、
芸
術
に
お
い
て
の
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如
く
、
対
象
に
つ
い
て
我
々
が
あ
ら
か
じ
め
抱
い
て
い
る
概
念
を
我
々
に
と
っ
て
の
目
的
と
し
て
実
現
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、我
々
自
身
の
構
想
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、或
い
は（
有
機
体
の
場
合
に
お
け
る
如
く
）

目
的
に
つ
い
て
の
我
々
の
概
念
を
自
然
の
産
物
に
対
す
る
判
定
の
根
柢
に
置
い
て
み
る
場
合
に
お
い
て
は
、
自
然

の
技
術
に
お
い
て
、
自
然
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。」
か
く
し
て
判
断
力
と
構
想
力
と
の
関

係
は
明
ら
か
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
判
断
力
は
「
構
想
力
を
悟
性
に
適
合
さ
せ
る
能
力
」
で
あ
る
と
も
い
っ
て
い
る
。

し
か
し
人
間
学
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
如
く
構
想
力
は
そ
の
本
来
の
自
由
に
お
い
て
悟
性
に
適
合
し
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
構
想
力
の
い
わ
ば
天
才
性
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
第
三
批
判
書
に
お
け
る
天
才
の
概
念
も
や
が

て
論
ず
る
如
く
か
か
る
見
方
に
一
致
し
て
い
る
。
か
く
て
判
断
力
は
構
想
力
と
同
一
で
あ
る
―
―
こ
の
場
合
構
想

力
は
内
に
悟
性
的
な
も
の
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ン
ボ
ル
ト
の
考
え
た
よ
う
な
芸
術
的
統
覚
の
如
き
も
の
と
な

る
で
あ
ろ
う
―
―
か
、
或
い
は
構
想
力
の
根
源
的
な
機
能
に
対
す
る
論
理
的
反
省
的
側
面
で
あ
る
―
―
こ
の
場
合

判
断
力
は
構
想
力
を
悟
性
に
適
合
さ
せ
る
能
力
、
或
い
は
第
一
批
判
書
に
い
う
規
則
の
も
と
に
包
摂
す
る
能
力
で

あ
ろ
う
―
―
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
に
引
用
し
た
個
所
に
お
い
て
既
に
見
ら
れ
る
如
く
、
芸
術
に
お
け
る
構
想

力
に
自
然
の
技
術 die Technik der N

atur 

が
対
応
さ
せ
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
自
然
の
技
術
」
と
い
う

思
想
は
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
に
由
来
す
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
構
想
力
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
す
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べ
て
技
術
の
根
柢
に
は
構
想
力
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
構
想
力
は
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
。
純
粋
理
性
批
判

で
は
シ
ェ
マ
テ
ィ
ス
ム
ス
は
「
人
間
の
心
の
深
み
に
お
け
る
隠
れ
た
術
（K

unst

）」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
構
想
力

は
人
間
の
心
の
深
み
に
お
い
て
働
く
の
み
で
な
く
、
自
然
の
内
奥
に
お
い
て
も
働
く
。
芸
術
と
技
術
と
の
間
に
は

密
接
な
関
係
が
あ
る
。
自
然
の
技
術
は
純
粋
理
性
批
判
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
た
よ
う
な
法
則
的
な
自
然
、
自
然
科

学
に
お
け
る
抽
象
的
な
自
然
で
な
く
、
具
体
的
な
自
然
即
ち
自
然
の
形
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。

＊
　E. C

assirer, D
ie Begriffsform

 im
 m

ythischen D
enken, Studien der B

ibliothek W
arburg, 1922, S. 6.

＊
＊
　K

ritik der U
rteilskraft, X

X
V, 349.

＊
＊
＊
　O

p. cit., X
LIX

.

と
こ
ろ
で
第
三
批
判
書
の
問
題
は
目
的
論
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
美
的
目
的
論
と
自
然
の
目
的
論
と
に
関
係

し
て
い
る
。
か
の
先
験
的
図
式
論
に
お
い
て
悟
性
と
直
観
と
の
単
な
る
包
摂
の
関
係
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
形

式
的
外
面
的
に
見
ら
れ
た
判
断
力
の
問
題
は
、
こ
こ
で
は
悟
性
と
直
観
或
い
は
普
遍
と
特
殊
と
の
間
に
お
け
る
目

的
論
的 teleologisch 

な
関
係
と
し
て
内
面
的
に
見
ら
れ
て
い
る
。
翻
っ
て
考
え
る
と
、
純
粋
理
性
批
判
に
お
け

る
直
観
と
悟
性
と
の
関
係
も
シ
ェ
マ
テ
ィ
ス
ム
ス
の K

unst 
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
何
等
か
目
的
論
的
な
も

の
と
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
書
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
純
粋
理
性
の
建
築
術 A

rchitektonik 

に
つ
い
て
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語
っ
て
い
る
。
建
築
術
と
い
う
の
は
「
体
系
の
術
」die K

unst der System
e 

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の

知
識
は
学
問
性
を
得
る
の
で
あ
る
。＊

体
系
と
い
う
の
は
「
一
個
の
理
念
の
も
と
に
お
け
る
多
様
な
認
識
の
統
一
」

で
あ
り
、
理
念
と
い
う
の
は
「
全
体
者 ein G

anzes 

と
い
う
形
式
の
理
性
概
念
」
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
よ
っ

て
多
様
の
範
囲
、
そ
の
部
分
相
互
の
位
置
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
限
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
学
的
理
性
概
念
は
目
的
及

び
こ
の
目
的
と
合
致
す
る
全
体
者
と
い
う
形
式
を
含
ん
で
い
る
。
体
系
の
術
は
目
的
論
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
更
に
カ
ン
ト
は
「
理
念
は
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
図
式 Schem

a 

を
要
す
る
、
即
ち
目
的
の

原
理
に
よ
っ
て
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
部
分
の
本
質
的
な
多
様
性
と
秩
序
と
が
必
要
で

あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
彼
は
「
技
術
的
統
一
」die technische Einheit 

と
「
建
築
術
的
統
一
」die 

architektonische Einheit 

と
を
区
別
し
、「
図
式
に
は
理
念
に
従
っ
て
で
な
く
、
即
ち
理
性
の
主
目
的
か
ら
で
は

な
く
て
、
偶
然
的
に
提
示
さ
れ
る
（
従
っ
て
そ
の
数
が
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
の
で
き
ぬ
）
意
図
に
従
っ
て
経
験

的
に
設
定
さ
れ
る
も
の
と
、
理
念
に
従
っ
て
の
み
発
現
す
る
も
の
（
こ
の
場
合
理
性
が
目
的
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に

課
し
て
、
そ
れ
を
経
験
か
ら
期
待
し
な
い
）
と
が
あ
る
」
と
い
い
、
前
者
は
技
術
的
統
一
を
与
え
、
後
者
は
建
築

術
的
統
一
を
確
立
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
も
と
よ
り
一
般
に
技
術
と
い
う
も
の
が
単
に
経
験
的
な
も
の
で
あ
る

の
で
な
い
こ
と
は
、
後
に
論
ず
る
如
く
第
三
批
判
書
に
お
け
る
芸
術
及
び
自
然
の
技
術
の
思
想
か
ら
明
ら
か
で
あ
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る
。
理
性
の
建
築
術
も
そ
れ
自
身
一
つ
の
技
術
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
図
式
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
技
術
の
根
柢
に
も
構
想
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。カ
ン
ト
は
認
識
の
体
系
的
統
一
に
関
し
て
目
的
論
を
考
え
た
が
、目
的
論
は
更
に
広
く
ま
た
深
く
我
々

の
認
識
或
い
は
経
験
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
に
先
立

っ
て
、
我
々
は
第
三
批
判
書
の
問
題
を
構
想
力
の
論
理
に
関
係
し
て
一
層
詳
し
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　V

gl. K
ritik der reinen Vernunft, B

 860 ff.

一
三

第
三
批
判
書
即
ち
判
断
力
批
判
を
構
想
力
の
論
理
に
関
係
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
そ
れ
が
カ
ン
ト
の

批
判
哲
学
の
体
系
に
お
い
て
如
何
な
る
地
位
を
占
め
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
問
題
は
従
来

し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
解
釈
は
一
面
的
或
い
は
形
式
的
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
に
も
理
論
的
に
も
不

十
分
で
あ
っ
た
。＊

判
断
力
批
判
は
先
ず
何
よ
り
も
美
学 A

esthetik 

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
趣
味 G

eschm
ack 

の
論
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
問
題
提
出
は
十
八
世
紀
的
・
近
代
的
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
や
中
世
に
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も
芸
術
学
や
技
術
論
の
端
緒
、
美
の
心
理
学
や
形
而
上
学
の
企
図
は
あ
っ
た
が
、
近
代
的
な
意
味
に
お
け
る
美
学

は
存
在
し
な
か
っ
た
。近
代
美
学
は
趣
味
論
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
在
来
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
。

そ
こ
に
前
提
さ
れ
る
の
は
特
殊
的
に
美
的
な
主
観 das spezifisch aesthetische Subjekt 

で
あ
る
。
美
的
主
観
の

問
題
の
発
端
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
は
「
人
間
」
を
発
見
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
現
れ
た

人
間
は
何
よ
り
も
芸
術
家
、
最
も
自
由
な
個
性
、
天
才
で
あ
っ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
か
よ
う
に
体
験
さ
れ

た
も
の
は
、
十
八
世
紀
に
お
い
て
自
覚
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
美
的
主
観
の
問
題
は
、
享
受
の
面
か
ら
は
趣
味
の
問

題
と
し
て
、
製
作
の
面
か
ら
は
天
才
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
当
時
の
か
よ
う
な
問
題
が
カ
ン
ト
に
お
い
て

も
美
学
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
美
的
主
観
は
つ
ね
に
生
け
る
個
人
的
な
具
体
的
な
人
間
で
あ
る
。
科
学
、
特
に

法
則
的
自
然
科
学
の
主
観
と
し
て
人
間
は
も
は
や
生
け
る
個
人
的
な
具
体
的
な
人
間
で
な
く
、
抽
象
的
な
理
論
的

本
質
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る
「
意
識
一
般
」
は
恰
も
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
倫

理
学
は
人
間
を
そ
の
全
き
具
体
性
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
し
か
も
倫
理
学
は
個
性
を
解
消
せ
し

め
る
規
範
を
前
面
に
持
ち
出
し
、無
制
約
的
な
法
則
の
た
め
に
具
体
的
な
人
間
を
喪
失
す
る
危
険
を
有
し
て
い
る
。

カ
ン
ト
の
実
践
理
性
批
判
に
お
け
る
人
格
の
概
念
は
ま
さ
に
こ
の
危
険
を
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
美
的
主
観
は

そ
の
よ
う
な
抽
象
も
曖
昧
も
許
さ
な
い
。
美
的
領
域
に
お
い
て
は
人
間
は
人
間
と
し
て
、
言
い
換
え
る
と
、
そ
の
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個
性
、
生
命
性
、
具
体
性
に
お
い
て
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
の
趣
味
論
及
び
天
才
論
の
根
柢
に
あ
る
美

的
主
観
は
か
く
の
如
き
具
体
的
な
主
観
で
あ
る
。
批
判
哲
学
の
本
質
が
第
一
批
判
書
の
い
わ
ゆ
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

的
転
廻
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
主
観
の
哲
学
に
存
す
る
と
す
れ
ば
、
主
観
の
問
題
を
最
も
具
体
的
な
姿
に
お

い
て
取
り
上
げ
た
若も
し

く
は
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
第
三
批
判
書
は
批
判
哲
学
の
頂
点
を
な
す
と
見
ら
れ
得

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
美
の
問
題
と
共
に
自
然
の
問
題
を
論
じ
た
が
、
そ
の
自
然
は
も
は
や

純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る
如
き
一
般
的
法
則
に
還
元
さ
れ
た
自
然
で
は
な
く
、
具
体
的
な
形
に
お
け
る
自
然
、
特

に
生
け
る
自
然
即
ち
有
機
体
で
あ
っ
た
。
生
け
る
個
人
的
な
具
体
的
な
主
観
は
歴
史
的
人
間
一
般
で
あ
る
。
従
っ

て
カ
ン
ト
が
判
断
力
批
判
の
終
に
お
い
て
歴
史
的
合
目
的
性
の
問
題
を
論
じ
、
一
つ
の
歴
史
哲
学
を
述
べ
て
い
る

の
も
当
然
で
あ
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　
十
八
世
紀
の
精
神
史
、
特
に
美
学
史
と
の
関
聯
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
判
断
力
批
判
の
成
立
を
取
扱
っ
た A

. 

B
aeum

ler, K
ants K

ritik der U
rteilskraft, Ihre G

eschichte und System
atik, Erster B

and,1923. 

は
、
こ
の
書
の

歴
史
的
意
義
を
詳
細
に
示
し
て
い
て
興
味
あ
る
文
献
で
あ
る
。

次
に
カ
ン
ト
哲
学
の
特
色
は
批
判
に
存
す
る
が
、「
批
判
」Kritik 

と
い
う
言
葉
は
精
神
史
的
に
見
る
と
、
も

と
同
時
代
に
お
い
て
趣
味
の
批
判
と
い
う
意
味
で
一
般
的
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
用
語
は
そ
れ
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か
ら
転
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
純
粋
理
性
批
判
第
一
版
の
序
文
に
お
け
る
、「
我
々
の
時
代
は
本
来
批
判
の
時

代
で
あ
る
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
は
、
か
よ
う
な
事
情
を
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
批
判
の
問
題
は
趣
味
の
問

題
と
同
時
に
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
趣
味
は
批
判
の
本
来
的
な
領
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
批
判
は
主

観
の
独
立
性
と
自
由
と
を
前
提
す
る
。
趣
味
は
そ
の
客
観
的
表
現
が
批
判
で
あ
る
と
こ
ろ
の
事
態
の
主
観
的
表
現

で
あ
る
。
客
観
的
な
標
準
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
批
判
は
存
し
な
い
。
し
か
し
ま
た
個
々
の
経
験
が
最
後
の
基
準

と
見
ら
れ
る
限
り
、
批
判
は
存
し
な
い
。
規
則
が
妥
当
す
る
と
こ
ろ
で
は
未
だ
批
判
の
要
は
な
く
、
経
験
の
み
が

尊
重
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
最
早
や
批
判
の
要
は
な
い
。
か
よ
う
な
関
係
は
美
の
領
域
に
お
い
て
容
易
に
理
解
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
規
範
の
意
味
に
お
け
る
美
的
概
念
が
存
在
す
る
場
合
、
趣
味
も
批
判
も
必
要
で
な
く
、
た
だ
規
則

の
単
な
る
適
用
が
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
反
対
に
各
人
の
趣
味
が
絶
対
的
に
妥
当
す
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る

客
観
性
は
失
わ
れ
て
、
た
だ
経
験
が
支
配
し
、
美
学
は
も
は
や
哲
学
的
学
科
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
統
計
に
な
っ

て
し
ま
う
。
言
い
換
え
る
と
、
美
的
な
も
の
に
対
す
る
個
人
的
な
反
応
が
、
経
験
と
し
て
、
最
後
の
審
判
者
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
批
判
的
な
判
定
を
必
要
と
す
る
争
が
存
在
し
得
る
。
し
か
し
同
時
に
経
験
が
唯
一
の

審
判
者
と
し
て
妥
当
し
な
い
場
合
に
の
み
、
こ
の
争
の
判
定
は
考
え
ら
れ
得
る
。
こ
の
判
定
は
、
単
に
合
理
的

で
あ
る
こ
と
な
し
に
、
し
か
し
客
観
性
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
趣
味
の
問
題
は
客
観
的
に
認
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経
験

識
す
る
新
し
い
方
法
を
指
示
す
べ
き
筈
で
あ
る
。＊

も
し
も
規
則
と
概
念
の
み
で
足
り
る
な
ら
ば
、
美
の
「
理
説
」

D
oktrin 

が
存
在
し
て
、
趣
味
の
「
批
判
」
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
は
客
観
的
な
理
説
と
、
他
方
で

は
あ
ら
ゆ
る
主
観
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
無
条
件
に
認
め
る
経
験
主
義
と
の
対
立
、
即
ち
合
理
論
と
経
験
論
と

の
対
立
を
克
服
す
る
こ
と
は
カ
ン
ト
の
一
生
の
事
業
で
あ
っ
た
。
美
的
批
判
の
問
題
は
批
判
の
問
題
一
般
の
原
型

で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
美
的
批
判
は
、
原
理
を
お
よ
そ
抛ほ
う
て
き擲
す
る
こ
と
な
し
に
規
則
の
独
断
論
に

反
対
す
る
方
法
の
、
単
に
経
験
的
で
あ
る
こ
と
な
し
に
経
験
の
権
利
を
認
め
る
方
法
の
、
典
型
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ

る
批
判
の
本
質
は
、
概
念
と
経
験
と
の
間
に
、
普
遍
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
間
に
、
客
観
的
な
も
の
と

主
観
的
な
も
の
と
の
間
に
、
合
理
的
な
も
の
と
非
合
理
的
な
も
の
と
の
間
に
、
存
在
し
て
い
る
。
批
判
的
認
識
は

具
体
的
な
も
の
を
目
差
す
の
で
あ
る
。

＊
　
ド
イ
ツ
語
の Erkenntnis 

と
い
う
語
は
裁
判
官
の
判
定
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
（V

gl. H
. C

ohen, Logik der 

reinen Erkenntnis, S. 1.

【
三
木
訳
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』
三
木
清
研
究
資
料
集
成　

第
２
巻
ク
レ
ス
出
版
】）。
カ
ン
ト

に
お
い
て erkennen 

と
い
う
語
は
か
よ
う
な
裁
判
官
的
な
副
意
味
即
ち entscheiden, urteilen 

の
意
味
を
つ
ね
に

伴
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
（A

. B
aeum

ler, O
p. cit., S. 7.

）

か
よ
う
に
し
て
純
粋
理
性
批
判
と
判
断
力
批
判
と
の
連
続
的
な
内
面
的
な
関
係
が
理
解
さ
れ
る
。
後
者
に
お
け
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る
趣
味
の
批
判
は
、
前
者
に
お
け
る
経
験
の
批
判
で
あ
る
。
美
に
お
い
て
直
観
的
な
も
の
が
重
要
で
あ
る
如
く
、

経
験
に
お
い
て
は
感
覚
と
か
直
観
と
か
い
う
も
の
を
欠
く
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
こ
で
純
粋
理
性
批
判
の
解
釈
に
お

い
て
、
先
験
的
分
析
論
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
消
去
さ
れ
よ
う
と
し
た
先
験
的
感
覚
論
の
意

味
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
際 A

esthetik

（
感
覚
論
）
と
い
う
語
が
示
し
て
い
る
如
く
、
先
験
的
感
覚

論
に
よ
っ
て
純
粋
理
性
批
判
は
十
八
世
紀
の
精
神
史
、
特
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
・
ウ
ォ
ル
フ
学
派
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ

ン
や
マ
イ
エ
ル
の
美
学
に
つ
な
が
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
趣
味
判
断
に
し
て
も
単
に

直
観
に
拠
り
得
ぬ
如
く
、
経
験
に
お
い
て
は
単
に
直
観
で
な
く
、
直
観
と
悟
性
と
の
綜
合
が
問
題
で
あ
る
。
か
よ

う
に
し
て
純
粋
理
性
批
判
の
問
題
は
先
験
的
演
繹
論
に
、
そ
し
て
先
験
的
図
式
論
に
発
展
し
、
構
想
力
や
判
断
力

が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
る
に
こ
れ
は
第
三
批
判
書
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
シ
ュ
タ
ッ
ト
レ
ル
が

論
じ
た
如
く
、
目
的
論
に
関
し
て
、
判
断
力
批
判
に
お
け
る
反
省
的
判
断
力
の
仮
説
は
純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る

第
三
先
験
的
理
念 die dritte transzendentale Idee 
と
同
一
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。＊

そ
し

て
か
く
し
て
更
に
、
純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る
先
験
的
弁
証
論
附
録 A

nhang zur transzendentalen D
ialektik 

も
判
断
力
批
判
の
問
題
と
関
係
附
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
純
粋
理
性
批
判
に

お
け
る
体
系
的
主
要
傾
向
を「
科
学
」即
ち
数
学
的
自
然
科
学
に
お
く
と
い
う
偏
向
を
去
っ
て
、よ
り
具
体
的
に「
経
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経
験

験
」
即
ち
生
け
る
人
間
の
具
体
的
な
経
験
の
方
向
に
求
め
る
場
合
、
こ
れ
と
第
三
批
判
書
と
の
連
続
的
な
内
面
的

な
関
係
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
験
的
演
繹
論
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
よ
う
に

見
え
た
構
想
力
は
意
識
一
般
と
い
う
抽
象
的
な
主
観
が
前
面
に
現
れ
る
と
共
に
背
後
に
退
き
、
ま
た
同
じ
関
係
に

お
い
て
先
験
的
図
式
論
に
お
い
て
は
こ
れ
と
根
源
的
な
関
係
を
有
す
べ
き
構
想
力
の
問
題
が
そ
れ
自
身
外
面
的
形

式
的
に
見
ら
れ
た
判
断
力
の
問
題
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
右
に
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
る
に
現
実
の
経
験
の
主
体
は
、
美
的
主
観
が
そ
う
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
生
け
る
個
人
的
な
具
体
的

な
主
観
で
あ
る
。
そ
し
て
芸
術
と
い
う
も
の
も
デ
ュ
ー
イ
（J. D

ew
ey, A

rt as experience, 1934.

）
の
い
う
如
く

ひ
と
つ
の
経
験
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
先
験
的
感
覚
論
、
演
繹
論
並
び
に
弁
証
論
は
、
法
則
の

も
と
に
お
け
る
物
の
存
在
と
し
て
の
抽
象
的
な
『
自
然
』
の
世
界
像
以
上
の
遥
か
に
多
く
の
も
の
を
基
礎
附
け
る
。

し
か
る
に
こ
の
よ
り
以
上
の
も
の
は
第
三
批
判
に
お
い
て
初
め
て
明
瞭
な
表
現
に
達
す
る
の
で
あ
る
。」
と
ボ
イ

ム
レ
ル
は
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
純
粋
理
性
批
判
の
頂
点
を
な
す
先
験
的
演
繹
論
を
右
に
論
じ
た
如
く
構
想
力

の
論
理
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
第
三
批
判
書
の
問
題
は
す
べ
て
構
想
力
の
論
理
の
立
場
に
お
い
て

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
こ
の
書
の
終
に
お
け
る
歴
史
的
合
目
的
性
の
問
題
は
第
一
批
判
書
に
お
け
る
経

験
の
問
題
の
最
も
具
体
的
な
解
決
の
鍵
を
与
え
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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一
四

さ
て
趣
味
判
断
の
問
題
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
判
断
力
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
判
断
力
は
「
特
殊
的
な
も

の
の
も
と
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
思
惟
す
る
能
力
」
と
定
義
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
「
概
念
の
も
と
へ
経

験
的
直
観
を
包
摂
す
る
能
力
」
と
も
、「
普
遍
的
な
も
の
の
も
と
へ
の
特
殊
的
な
も
の
の
包
摂
の
能
力
」
と
も
い

わ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
判
断
力
を
包
摂 Subsum

tion 

の
能
力
と
見
る
こ
と
は
、
第
一
批
判
書
に
お
け
る
判
断

力
の
定
義
即
ち
「
規
則
の
も
と
に
包
摂
す
る
能
力
」
と
い
う
定
義
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
一
般

に
判
断
の
本
質
を
包
摂
関
係
に
お
い
て
見
る
論
理
学
の
伝
統
に
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
カ
ン
ト
に
依
る
と

判
断
力
に
お
い
て
限
定
的
判
断
力
と
反
省
的
判
断
力
と
が
区
別
さ
れ
る
。「
普
遍
的
な
も
の
（
規
則
、
原
理
、
法

則
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
特
殊
的
な
も
の
を
そ
の
も
と
に
包
摂
す
る
判
断
力
は
限
定
的
で
あ
る
。
し
か
る

に
単
に
特
殊
的
な
も
の
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
判
断
力
が
普
遍
的
な
も
の
を
見
出
す
べ
き
場
合
、
判
断
力

は
反
省
的
で
あ
る
。」
と
こ
ろ
で
か
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
と
き
、
限
定
的
判
断
力
の
作
用
は
包
摂
的
と
考
え
ら
れ
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経
験

る
に
し
て
も
、
反
省
的
判
断
力
の
作
用
は
如
何
に
し
て
包
摂
的
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
包
摂
と
い
う
と
き
、

普
遍
的
な
も
の
、
概
念
、
規
則
は
つ
ね
に
既
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
に

述
べ
た
如
く
、
純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る
先
験
的
図
式
論
の
問
題
が
包
摂
の
問
題
と
し
て
、
詳
し
く
言
う
と
「
純

粋
悟
性
の
も
と
へ
の
経
験
的
直
観
の
包
摂
」
の
問
題
と
し
て
見
ら
れ
た
と
き
、
直
観
と
悟
性
の
綜
合
と
い
う
先
験

的
演
繹
論
に
お
け
る
本
来
の
問
題
は
失
わ
れ
て
、
純
粋
悟
性
概
念
或
い
は
範
疇
は
既
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て

前
提
さ
れ
、
単
に
そ
れ
の
現
象
へ
の
「
適
用
」
が
問
題
と
な
り
、
形
式
化
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
同
時

に
そ
こ
に
、
合
理
論
と
経
験
論
と
を
綜
合
す
べ
き
筈
の
批
判
が
合
理
論
へ
の
偏
向
に
陥
る
危
険
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
反
省
的
判
断
力
は
包
摂
的
に
働
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
美
的
判
断
は
カ
ン
ト
に
依
る
と
反
省
的
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
如
何
に
し
て
包
摂
的
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
何
等
か
包
摂
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
場
合
判
断
力
は
も
は

や
根
源
的
で
な
く
、
或
る
根
源
的
な
作
用
に
つ
い
て
の
反
省
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
第
二
次
的
な
意
味
に
お
い

て
反
省
的
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
根
源
的
な
判
断
力
と
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
趣
味
判
断
は
概
念
と
か
規
則
と
か
を
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
と
は
カ
ン
ト
の
し
ば
し
ば
論
ず
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
か
る
判
断
に
お
い
て
関
係
附
け
ら
れ
る
も
の
は
元
来
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト

は
判
断
力
は
「
構
想
力
を
悟
性
に
適
合
さ
せ
る
能
力
」
で
あ
る
と
も
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
は
悟
性
の
概
念
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が
先
ず
あ
っ
て
、
構
想
力
を
こ
れ
に
適
合
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
彼
に
依
る
と
美
は
快
の
感
情

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
構
想
力
と
悟
性
の
自
由
な
戯
れ das freie Spiel

」
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
自

由
な
戯
れ
と
い
う
の
は
如
何
な
る
特
定
の
概
念
も
そ
れ
ら
を
特
殊
の
認
識
規
則
に
束
縛
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
そ
の
際
構
想
力
と
悟
性
の
関
係
は
「
相
互
的
合
致
」w

echselseitige Zusam
m

enstim
m

ung 

と
も
「
調
和
」

H
am

onie 

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
趣
味
判
断
は
特
定
の
概
念
を
前
提
し
な
い
故
に
、
こ
の
場
合
概
念
の
統
一
の
能

力
と
し
て
の
悟
性
は
た
だ
概
念
或
い
は
規
則
の
能
力
一
般
と
し
て
の
悟
性
で
あ
り
、
直
観
の
多
様
を
結
合
す
る
能

力
と
し
て
の
構
想
力
は
自
由
に
形
像
を
構
成
す
る
能
力
一
般
と
し
て
の
構
想
力
一
般
で
あ
り
、
両
者
の
合
致
は
た

だ
「
認
識
一
般
」Erkenntnis überhaupt 

に
と
っ
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
構
想
力
と
悟
性
の
相
互

的
合
致
は
両
者
の
「
相
互
的
主
観
的
一
致
」w

echselseitige subjektive U
ebereinstim

m
ung 

を
意
味
し
て
い
る
。＊

そ
こ
に
美
的
快
感
の
普
遍
性
の
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
普
遍
性
は
主
観
的
普
遍
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
構
想
力
と
悟
性
と
の
右
の
如
き
「
自
由
な
戯
れ
」、「
相
互
的
合
致
」、「
相
互
的
主
観
的
一
致
」
は
、
如

何
に
し
て
包
摂
の
関
係
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
客
観
的
な
概
念
を
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
場
合
、
特
殊
的

な
も
の
が
与
え
ら
れ
て
こ
れ
に
対
す
る
普
遍
的
な
も
の
を
見
出
す
べ
き
反
省
的
判
断
力
は
、
カ
ン
ト
が
主
観
的
と

い
う
如
く
、
ど
こ
ま
で
も
作
用
の
方
向
に
お
い
て
、
主
体
的
な
方
向
に
お
い
て
、
普
遍
的
な
も
の
を
求
め
て
ゆ
か
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
普
遍
的
な
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
な
も
の
で
あ
っ
て
何
等
対
象
的
な
も
の
で

は
な
く
、
無
の
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
普
遍
は
も
と
よ
り
単
に
悟
性
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
そ
こ

に
包
摂
と
い
う
こ
と
の
全
く
新
し
い
意
味
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
か
か
る
普
遍
の
立
場
に
お
い
て
は

反
省
的
判
断
力
が
限
定
的
で
あ
っ
て
、
限
定
的
判
断
力
は
却
っ
て
反
省
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
か
か
る
普
遍
は
や
が
て
目
的
論
の
問
題
に
関
聯
し
て
重
要
に
な
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 9.

カ
ン
ト
は
判
断
力
批
判
の
中
で
、
判
断
力
の
作
用
は
表
出
或
い
は
表
現
に
あ
る
と
見
て
、
次
の
如
く
書
い
て

い
る
。「
対
象
の
概
念
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
概
念
を
認
識
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
判

断
力
の
仕
事
は
表
出 D

arstellung

（exhibitio

）
即
ち
概
念
に
対
し
て
こ
れ
に
対
応
す
る
直
観
を
配
す
る
こ
と

で
あ
る
。」
ま
た
判
断
力
批
判
第
一
序
論
に
お
い
て
も
、「
か
か
る
概
念
に
対
応
す
る
対
象
を
直
観
の
中
に
表
現 

D
arstellung

（exhibitio

）
す
る
」
能
力
と
し
て
判
断
力
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。＊

判
断
力
は
普
遍
的
な
も
の
と
特

殊
的
な
も
の
と
を
結
合
す
る
能
力
と
し
て
表
現
的
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
表
現
は
普
遍
的
な
も
の
と

特
殊
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
し
か
し
普
遍
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
統
一
が
単
な
る
包
摂
と
い
う

如
き
形
式
的
な
関
係
に
過
ぎ
な
い
場
合
、
こ
れ
を
一
つ
の
表
現
関
係
と
見
る
に
し
て
も
な
お
抽
象
的
で
あ
っ
て
真
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に
表
現
的
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。「
概
念
に
対
し
て
こ
れ
に
対
応
す
る
直
観
を
配
す
る
」
と
い
う
判
断
力

は
む
し
ろ
構
想
力
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
純
粋
理
性
批
判
に
は
「
概
念
に
そ
の
形
像
を
賦
与
す
る
構
想
力

の
一
般
的
操
作
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
表
出
或
い
は
表
現
の
作
用
は
す
ぐ
れ
て
構
想
力
に
属
し
て
い
る
。
仮
に
、

概
念
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
に
対
応
す
る
直
観
を
配
す
る
こ
と
は
何
等
か
い
わ
ゆ
る
判
断
力
の
作
用
で

あ
る
と
し
て
も
、
芸
術
に
お
い
て
の
如
く
概
念
が
前
提
さ
れ
得
な
い
場
合
に
お
い
て
な
お
表
現
的
で
あ
り
得
る
の

は
、
カ
ン
ト
が
人
間
学
に
お
い
て
根
源
的
表
出 exhibitio originaria 

の
能
力
と
し
て
認
め
た
生
産
的
構
想
力
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
構
想
力
の
「
戯
れ
」
は
規
則
の
意
識
な
し
に
し

か
も
規
則
に
適
っ
て
、
か
く
て
悟
性
か
ら
導
来
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
は
い
え
悟
性
に
適
っ
て
働
く
の
で
あ
る
。

真
の
表
現
に
お
い
て
は
与
え
ら
れ
た
概
念
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
概
念
は
む
し
ろ
生
産
的
構
想
力
に
よ
っ
て

図
式
の
如
き
も
の
と
し
て
表
現
過
程
の
中
か
ら
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
生
産
的
構
想
力
は
創
造
的
で
あ
り
、「
無

か
ら
の
創
造
」
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
構
想
力
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
反
省
的
判
断
力
は
原
型
的

な
も
の
に
対
す
る
模
象
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

＊
　Erste Einleitung in die K

ritik der U
rteilskraft,V

II.

趣
味
判
断
の
普
遍
性
は
カ
ン
ト
に
依
る
と
主
観
的
普
遍
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
認
識
一
般
に
と
っ
て
要
求
さ
れ
る
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構
想
力
と
悟
性
の
自
由
な
調
和
と
、こ
れ
に
基
づ
く
快
感
が
普
遍
的
に
伝
達
さ
れ
得
る
可
能
性
に
基
づ
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
か
か
る
調
和
は
何
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
趣
味
判
断
の
本
性
上
、
そ
れ
は
概
念
的
に
捉

え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、直
観
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

感
情
に
よ
っ
て
、
或
い
は
む
し
ろ
感
覚 Sinn 

に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
か
か
る
感
覚
は
普
遍

性
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
故
に
共
通
感
覚 G

em
einsinn 

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
い
う
、「
趣

味
判
断
は
、
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
た
だ
感
情
に
よ
っ
て
、
し
か
も
普
遍
的
に
、
何
が
満
足
を
与
え
若も
し

く
は

不
満
足
を
与
え
る
か
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
主
観
的
原
理
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
か
く
の
如
き

原
理
は
た
だ
共
通
感
覚
と
し
て
考
え
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
ろ
う
。」
共
通
感
覚
は
、
時
と
し
て
や
は
り
共
通
感
覚 

G
em

einsinn

（sensus com
m

unis

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
共
通
悟
性
（
常
識
）gem

einer Verstand 

と
は
本
質
的
に

異
な
っ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
後
者
は
感
情
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
概
念
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
共

通
感
覚
は
一
種
の
感
覚 Sinn 

で
は
あ
る
が
、
如
何
な
る
外
的
感
覚
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
に

と
っ
て
趣
味
判
断
を
規
定
す
る
主
観
的
原
理
は
共
通
感
覚
で
あ
る
。＊

美
に
関
す
る
判
断
は
反
省
的
判
断
力
に
属
す

る
と
論
じ
た
彼
に
お
い
て
共
通
感
覚
と
い
う
も
の
が
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
趣

味
判
断
を
共
通
感
覚
の
判
断
と
も
見
て
い
る
の
で
あ
る＊
＊。

反
省
的
判
断
力
に
対
し
て
共
通
感
覚
は
主
観
的
な
規
定
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原
理
で
あ
る
。
先
に
表
出
或
い
は
表
現
に
関
し
て
構
想
力
と
判
断
力
と
の
間
に
考
え
た
の
と
同
様
の
関
係
が
こ
の

場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
。
趣
味
判
断
と
し
て
よ
り
根
源
的
な
共
通
感
覚
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
反
省
的
判
断
力
は

む
し
ろ
第
二
次
的
反
省
的
立
場
に
あ
る
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
カ
ン
ト
が
人
間
学
に
お
い
て
構
想

力
と
感
覚 Sinn 
と
を
結
び
附
け
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る＊
＊
＊。

即
ち
そ
こ
で
は
感
覚
と
い
う
語
は
「
伝
達
に

お
け
る
構
想
力
の
表
象
に
対
す
る
感
受
性
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
感
覚
は
何
よ
り
も
芸
術
に
お

い
て
基
礎
的
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 20.

＊

＊
　“A

lso ist der G
em

einsinn, von dessen U
rteil ich m

ein G
eschm

acksurteil hier als ein B
eispiel 

angebe,…
…

” K
r. d. U

. § 22.

＊
＊
＊
　Anthropologie in pragm

atischer H
insicht, § 28.

し
か
し
な
が
ら
根
源
的
に
は
構
想
力
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
問
題
を
カ
ン
ト
が
判
断
力
の
問
題
と
し
て
捉
え
た

と
い
う
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
構
想
力
は
悟
性
と
内
面
的
な

関
係
に
お
か
れ
、
そ
の
論
理
性
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
反
省
的
判
断
力
の
論
理
は
合

目
的
性 Zw

eckm
ässigkeit 

の
論
理
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
美
的
合
目
的
性
は
カ
ン
ト
に
依
る
と
主
観
的
合
目
的
性
で
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あ
る
。
そ
れ
は
次
の
如
く
説
明
さ
れ
る
。「
経
験
的
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
客
観
の
形
式
が
、
構
想
力
に
お

け
る
そ
の
も
の
の
多
様
の
把
捉
と
悟
性
の
概
念
の
表
出
（
如
何
な
る
概
念
の
で
あ
る
か
は
無
限
定
に
）
と
が
合
致

す
る
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
場
合
、
単
な
る
反
省
に
お
い
て
悟
性
と
構
想
力
と
は
相
互
に
そ
の
仕
事
の
促
進
の
た

め
に
一
致
し
、
対
象
は
単
に
判
断
力
に
対
し
て
合
目
的
的
と
し
て
知
覚
さ
れ
、
従
っ
て
合
目
的
性
そ
の
も
の
は
単

に
主
観
的
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
客
観
の
如
何
な
る
特
定
の
概
念
も
要
求
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て

生
産
さ
れ
も
せ
ず
、
そ
し
て
判
断
そ
の
も
の
は
何
等
認
識
判
断
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
―
―
か
く
の
如
き
判

断
は
美
的
反
省
判
断
と
称
せ
ら
れ
る
。」
即
ち
美
的
合
目
的
性
は
主
観
的
合
目
的
性
と
し
て
、
構
想
力
と
悟
性
と

の
相
互
的
一
致
或
い
は
調
和
に
お
い
て
成
立
し
、
単
に
判
断
力
に
対
し
て
合
目
的
的
な
の
で
あ
る
。
美
的
判
断
は

概
念
を
前
提
し
て
概
念
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。「
美
と
は
、
合
目
的
性
が
目
的
の
表
象
な
く
し
て
対
象
に
お
い

て
知
覚
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
、
対
象
の
合
目
的
性
の
形
式
で
あ
る
。」
そ
こ
で
は
概
念
が
前
提
さ
れ
る
の
で

な
い
故
に
、
か
か
る
合
目
的
性
は
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」Zw

eckm
ässigkeit ohne Zw

eck 

で
あ
る
。
こ
れ
が

主
観
的
合
目
的
性
と
し
て
美
の
本
質
で
あ
る
。
反
対
に
客
観
的
合
目
的
性
は
多
様
な
も
の
の
一
定
の
目
的
に
対
す

る
関
係
に
よ
っ
て
の
み
、
従
っ
て
概
念
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
目
的
と
い
う
の
は
、
概

念
が
対
象
の
原
因
と
看
做
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
、
概
念
の
対
象
の
こ
と
で
あ
る
。」
と
こ
ろ
で
構
想
力
と
悟
性
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と
の
調
和
が
判
断
力
に
対
し
て
合
目
的
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
判
断
力
の
機
能
が
も
と
直
観
と
悟
性
と
を
結

合
す
る
こ
と
に
存
す
る
故
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
直
観
と
悟
性
と
の
結
合
は
認
識
の
成
立
の
根
本
的
条
件

で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
カ
ン
ト
は
、
構
想
力
と
悟
性
と
の
調
和
を
認
識
一
般
に
と
っ
て
要
求
さ
れ
る
も
の
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
書
い
て
い
る
。「
趣
味
判
断
に
お
け
る
表
象
の
仕
方
の
主
観
的
普
遍
的
伝
達
性
は
、
特
定

の
概
念
を
前
提
す
る
こ
と
な
し
に
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
構
想
力
と
悟
性
と
の
自
由

な
（
そ
れ
ら
が
相
互
に
、
認
識
一
般 Erkenntnis überhaupt 

に
と
っ
て
要
求
さ
れ
る
如
く
、
合
致
す
る
限
り
に

お
い
て
の
）
戯
れ
に
お
け
る
心
意
の
状
態
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
の
際
我
々
は
、
こ
の
認
識
一

般
に
適
合
せ
る
主
観
的
関
係 dieses zum

 Erkenntnis überhaupt schickliche subjektive Verhältnis 

が
、
や
は

り
こ
の
関
係
を
主
観
的
条
件
と
し
て
つ
ね
に
そ
の
上
に
立
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
限
定
さ
れ
た
認
識
と
同
様
に
、
如

何
な
る
者
に
対
し
て
も
妥
当
し
、
従
っ
て
普
遍
的
伝
達
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
識
し
て

い
る
の
で
あ
る
。」
か
よ
う
に
し
て
我
々
は
純
粋
理
性
批
判
の
先
験
的
図
式
論
と
判
断
力
批
判
と
の
関
係
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼あ
そ
こ処
に
お
け
る
問
題
は
、
お
よ
そ
認
識
が
可
能
に
な
る
条
件
と
し
て
の
直
観
と
悟

性
と
の
綜
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
す
で
に
先
験
的
演
繹
論
の
根
本
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
そ
の
解
決
の

た
め
に
構
想
力
が
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
先
験
的
図
式
論
に
お
い
て
そ
れ
は
先
験
的
構
想
力
の
図
式
の
問



四
二
一

第
四
章　

経
験

題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
綜
合
の
問
題
が
判
断
力
に
よ
る
包
摂
の
問
題
と
し
て
形
式
化
さ
れ
外

面
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
て
お
い
た
。
い
ま
第
三
批
判
書
に
お
い
て
は
、
認
識
の
条
件
と
し
て
の
直
観
と

悟
性
と
の
綜
合
の
問
題
が
、
反
省
的
判
断
力
に
関
し
て
、
構
想
力
と
悟
性
と
の
調
和
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

構
想
力
が
直
観
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
綜
合
」
の
問
題
が
「
調
和
」
の
問
題
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
こ
こ
で
は
認
識
が
問
題
で
な
く
、
従
っ
て
作
用
の
内
容
が
問
題
で
な
く
、
作
用
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ

り
、
か
く
し
て
構
想
力
の
作
用
一
般
と
悟
性
の
作
用
一
般
と
の
関
係
と
し
て
調
和
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
調

和
は
作
用
の
調
和
で
あ
る
。
従
っ
て
か
か
る
合
目
的
性
は
主
観
的
合
目
的
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
純
粋
理
性

批
判
の
問
題
は
客
観
的
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
、「
趣
味
判
断
を
惹
き
起
す
と
こ
ろ
の
与
え
ら
れ
た
対

象
が
、
も
し
仮
に
対
象
の
判
定
に
お
け
る
悟
性
と
構
想
力
と
を
客
観
の
認
識
の
た
め
に
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
概
念

で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
関
係
の
意
識
は
（
純
粋
理
性
批
判
が
取
扱
っ
て
い
る
判
断
力
の
客
観
的
図
式
論 

der objektive Schem
atism

us der U
rteilskraft 

に
お
け
る
如
く
）
知
性
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。」＊

し
か
る
に
趣
味

判
断
は
認
識
に
で
は
な
く
、
快
不
快
に
関
係
す
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
美
に
関
す
る
反
省
的
判
断
に
は
図
式
は
存

し
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
判
断
力
批
判
第
一
序
論
の
中
で
彼
は
い
っ
て
い
る
、「
判
断
力
に
お
い
て
悟
性
と

構
想
力
と
は
相
互
の
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
し
か
も
こ
の
関
係
は
先
ず
客
観
的
に
、
認
識
に
属
す
る
も
の
と
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し
て
、
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
判
断
力
の
先
験
的
図
式
論
に
お
い
て
そ
う
し
た
如
く
）。
し
か
し
ま
た
二

つ
の
認
識
能
力
の
同
じ
こ
の
関
係
は
、
一
が
他
を
ま
さ
に
同
一
の
表
象
に
お
い
て
促
進
し
若
く
は
妨
害
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
心
意
の
状
態
を
感
触
す
る
限
り
に
お
い
て
、
単
に
主
観
的
に
、
従
っ
て
感
覚
し
得
る
と
こ
ろ
の
関
係
と

し
て
、
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。＊
＊」

か
く
の
如
く
カ
ン
ト
は
第
一
批
判
書
と
第
三
批
判
書
と
の
関
係

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
か
の
先
験
的
図
式
論
の
問
題
が
根
源
的
に
は
構
想
力
の
問
題
で
あ
っ
て
、
第

二
次
的
に
判
断
力
に
属
す
る
と
い
う
解
釈
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
相
応
し
て
第
三
批
判
書
に
お
け
る

反
省
的
判
断
力
の
問
題
も
根
源
的
に
は
構
想
力
に
属
し
、
第
二
次
的
に
判
断
力
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
或
い
は
カ
ン
ト
が
反
省
的
判
断
力
と
称
す
る
も
の
は
我
々
の
い
う
構
想
力
と
同
じ
で
あ
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
美
の
問
題
を
先
ず
趣
味
判
断
の
問
題
と
し
て
純
粋
に
主
観
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
美
に
関
し
て
も
美
的
対
象
の
問
題
が
あ
る
。
美
的
対
象
の
構
造
に
つ
い
て
も
何
等
か
合
目
的
性
が
考
え

ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
目
的
な
き
合
目
的
性
の
性
格
を
有
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
問
題
は
カ
ン
ト
の
い
う
主

観
的
合
目
的
性
に
止
ま
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
美
的
対
象
に
関
す
る
問
題
は
趣
味
判
断
の
問
題
と
し
て
単
に
享
受

の
面
か
ら
の
み
見
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
根
源
的
に
制
作
の
立
場
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ

こ
に
判
断
力
批
判
に
お
け
る
天
才
の
問
題
が
現
れ
る
。
カ
ン
ト
は
芸
術
は
す
べ
て
天
才
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
。
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そ
こ
で
我
々
は
次
に
カ
ン
ト
の
天
才
論
を
手
懸
り
と
し
て
、
美
的
合
目
的
性
の
問
題
、
一
般
に
目
的
論
の
問
題
に

一
層
深
く
入
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
際
い
わ
ゆ
る
客
観
的
図
式
論
に
対
す
る
新
た
な
る
図
式
論
の

問
題
が
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 9.

＊
＊
　Erste Einleitung, V

III.

【
序
論
第
８
節
】

一
五

カ
ン
ト
の
美
学
は
趣
味
判
断
の
論
と
し
て
享
受
の
立
場
に
立
ち
制
作
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
な
い
と
い
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
更
に
天
才
の
問
題
を
論
ず
る
に
及
ん
で
制
作
の
立
場
に
立
つ
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
カ
ン
ト
に
依
る
と
、「
美
的
対
象
の
か
か
る
も
の
と
し
て
の
判
定
に
は
趣
味
が
必
要
と
さ
れ
る
、
し
か
る
に

美
的
芸
術
そ
の
も
の
に
は
、
言
い
換
え
る
と
、
か
か
る
対
象
の
生
産
に
は
、
天
才
が
必
要
と
さ
れ
る
。」
即
ち
、

与
え
ら
れ
た
美
的
対
象
を
美
的
対
象
と
し
て
享
受
し
評
価
す
る
も
の
は
趣
味
で
あ
る
が
、
美
的
対
象
そ
の
も
の
の

存
在
、
そ
の
生
産
は
天
才
に
負
う
の
で
あ
る
。「
美
的
芸
術
は
た
だ
天
才
の
所
産
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。」
と
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彼
は
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
の
趣
味
批
判
が
彼
の
同
時
代
の
精
神
史
的
問
題
と
密
接
な
聯
関
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
彼
の
天
才
論
も
同
時
代
の
精
神
史
的
発
展
と
密
接
な
聯
関
を
含
ん
で
い
る
。＊

し
か
も
彼
の
趣
味
判

断
の
論
と
天
才
の
説
と
は
、
一
は
享
受
の
立
場
に
立
ち
、
他
は
制
作
の
立
場
に
立
つ
と
い
わ
れ
る
に
し
て
も
、
両

者
は
も
と
よ
り
必
然
的
に
相
互
に
内
面
的
な
関
係
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
　V

gl. O
tto Schlapp, K

ants Lehre vom
 G

enie und die Entstehung der K
ritik der U

rteilskraft, 1901. 

な
お
拙
稿

「
天
才
論
」（『
哲
学
ノ
ー
ト
』
所
収
）〔
全
集
第
十
二
巻
収
録
〕
参
照
。

カ
ン
ト
が
天
才
に
対
し
て
下
し
た
定
義
は
こ
う
で
あ
る
。「
天
才
と
は
芸
術
に
規
則
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
才
能

（
天
分
）
で
あ
る
。
才
能
は
、
芸
術
家
の
生
得
の
生
産
的
能
力
と
し
て
、
そ
れ
自
身
自
然
に
属
す
る
故
に
、
我
々

は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
い
表
し
得
る
で
あ
ろ
う
、
即
ち
天
才
と
は
、
自
然
が
そ
れ
に
よ
っ
て
芸
術
に
規
則
を
与

え
る
と
こ
ろ
の
生
得
の
心
的
素
質
（ingenium
）
で
あ
る
、
と
。」
何
故
に
美
的
芸
術
は
必
然
的
に
た
だ
か
か
る

天
才
の
所
産
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
如
何
な
る
芸
術
も
単
な
る
偶
然
の
産
物

で
な
く
客
観
性
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
以
上
、
そ
の
根
柢
に
規
則
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も

美
的
芸
術
の
概
念
は
、
そ
の
産
物
の
美
に
つ
い
て
の
判
断
が
、
概
念
を
規
定
根
拠
と
し
て
有
す
る
何
等
の
規
則
か

ら
も
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
美
的
芸
術
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
そ
の
産
物
を
作
り
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出
す
べ
き
と
こ
ろ
の
規
則
を
自
分
に
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
規
則
を
前
提
し
な
い
で
は
如
何
な
る

産
物
も
芸
術
と
呼
ば
れ
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
主
観
に
お
け
る
自
然
が
芸
術
に
規
則
を
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
美
的
芸
術
は
た
だ
天
才
の
所
産
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
天
才
は
規
則
の
意
識

な
し
に
規
則
に
適
い
、
概
念
を
有
し
な
い
で
概
念
に
適
い
、
か
く
し
て
自
然
と
し
て
芸
術
に
規
則
を
与
え
る
の
で

あ
る
。
天
才
は
自
然
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
自
然
は
も
と
よ
り
自
然
科
学
の
意
味
に
お
け
る
自
然
を
い
う
の

で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
天
才
を
「
主
観
に
お
け
る
自
然
」 die N

atur im
 Subjekte 

と
称
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
客

観
的
な
自
然
で
な
く
主
体
的
な
意
味
に
お
け
る
自
然
で
あ
り
、
歴
史
的
自
然
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
か
か
る
自
然
は
単

な
る
必
然
で
な
く
、
却
っ
て
必
然
と
自
由
の
統
一
で
あ
る
。
天
才
は
ど
こ
ま
で
も
自
由
で
あ
っ
て
し
か
も
概
念
に

一
致
し
、
芸
術
に
対
し
て
規
則
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
概
念
以
前
の
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
無
意
識
的
な

自
然
の
生
産
的
能
力
で
あ
っ
て
、
芸
術
に
お
け
る
規
則
は
か
か
る
天
才
の
活
動
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら
初
め
て
導

き
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
天
才
は
「
自
然
の
籠
児
」
で
あ
る
。
し
か
も
特
定
の
歴
史
的
人
間
の
み
が
天
才
で

あ
る
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
自
然
の
技
術
」
の
思
想
が
示
す
如
く
自
然
は
歴
史
的
自
然
と
し
て
そ
の

根
柢
に
お
い
て
天
才
的
な
の
で
あ
る
。
自
然
の
技
術
も
、
す
べ
て
の
技
術
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
由
と
必
然

の
統
一
で
あ
る
。
芸
術
も
、
も
と
よ
り
一
つ
の
技
術
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
天
才
が
自
然
と
し
て
芸
術
に
規
則
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を
与
え
る
如
く
、
自
然
の
技
術
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
や
が
て
論
ず
る
通
り
自
然
科
学
的
認
識
に
対
し
て
規
則
を
与

え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
カ
ン
ト
は
、「
自
然
は
、
そ
れ
が
同
時
に
芸
術
と
見
え
る
場
合
、
美
で
あ
っ
た
、
そ
し
て

芸
術
は
、
そ
れ
が
芸
術
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
が
自
然
と
見
え
る
場
合
に
の
み
、
美
と
呼
ば

れ
得
る
。」
と
書
い
て
い
る
が
、
芸
術
が
ま
さ
に
天
才
の
所
産
と
し
て
芸
術
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
自
然
と
見
え

る
故
に
美
で
あ
る
如
く
、
自
然
も
ま
さ
に
自
然
の
技
術
の
所
産
と
し
て
自
然
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
芸
術
と
見
え

る
故
に
美
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
芸
術
美
の
根
柢
に
自
然
（
天
才
）
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
如
く
、
自
然
美

の
根
柢
に
芸
術
（
自
然
の
技
術
）
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
成
立

す
る
も
の
と
し
て
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
は
自
然
と
自
由
、
自
由
と
自
然
の
統
一
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
カ
ン
ト
は
人
間
学
の
中
で
、「
構
想
力
の
独
創
性
（
模
倣
的
で
な
い
生
産
）
は
、そ
れ
が
概
念
に
一
致
す
る
場
合
、

天
才
と
呼
ば
れ
る
。」
と
い
っ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
才
の
所
産
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

芸
術
の
根
柢
に
構
想
力
の
論
理
が
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
自
然
の
技
術
に
お
い
て
見
ら
れ
る
具
体
的
な
自
然
の

根
柢
に
も
構
想
力
の
論
理
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
歴
史
的
世
界
の
根
柢
に
は
構
想
力
の
論

理
が
あ
る
。
ラ
ン
ゲ
・
ア
イ
ヒ
バ
ウ
ム
は
、
天
才
は
特
定
の
人
間
の
タ
イ
プ
で
な
く
社
会
的
関
係
に
過
ぎ
ず
、
社

会
的
名
声
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
天
才
が
我
々
の
い
う
「
神
話
」
と
し
て
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歴
史
的
に
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
か
く
の
如
き
こ
と
に
し
て
も
、
歴
史
的

世
界
の
根
柢
に
構
想
力
の
論
理
が
働
く
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。＊

し
か
し
な
が
ら
、

カ
ン
ト
の
天
才
論
、
更
に
目
的
論
を
構
想
力
の
論
理
の
意
味
に
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
三
批
判
書
そ
の
も
の

に
示
さ
れ
て
い
る
彼
の
説
と
合
致
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　C

f. W
ilhelm

 Lange-Eichbaum
, The problem

 of genius. English by Eden and C
edar Paul, 1931. 

並
び
に
拙
著

『
構
想
力
の
論
理
　
第
一
』
に
お
け
る
「
神
話
」〔
本
巻
第
一
章
〕
参
照
。

カ
ン
ト
に
よ
る
と
（K

ritik der U
rteilskraft, § 46.

）
天
才
の
第
一
の
特
性
は
独
創
性 O

riginalität 

で
あ
る
。

天
才
は
そ
れ
に
従
っ
て
生
産
す
れ
ば
よ
い
一
定
の
規
則
の
与
え
ら
れ
得
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
を
生
産
す
る
才
能
で

あ
っ
て
、
何
等
か
の
規
則
に
従
っ
て
学
ば
れ
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
対
す
る
技
能
的
素
質
で
は
な
い
。
天
才
は
模

倣
の
精
神
と
は
全
く
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
如
き
偉
大
な
頭
脳
も
、
彼
が
発
見
し
た
す
べ
て
の
こ

と
は
学
ば
れ
得
る
も
の
、
即
ち
規
則
に
従
っ
て
の
研
究
と
思
索
の
自
然
的
な
道
に
お
い
て
達
せ
ら
れ
得
る
も
の
で

あ
っ
て
、
勤
勉
な
模
倣
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
得
る
も
の
と
種
別
的
に
異
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
故
に
、
天
才
と
は

呼
ば
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
学
問
に
お
い
て
は
最
大
の
発
見
者
と
最
も
忠
実
な
模
倣
者
と
の
差
異
は
程
度
上
の
も

の
に
止
ま
る
の
に
反
し
て
、
芸
術
に
お
け
る
天
才
と
凡
才
と
の
差
異
は
種
別
的
で
あ
る
。
尤
も
そ
の
こ
と
は
芸
術
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に
対
し
て
学
問
を
貶
し
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
学
問
は
、
誰
で
も
が
学
び
得
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

そ
の
知
識
は
進
展
し
て
止
む
こ
と
な
く
、
こ
れ
が
利
用
も
絶
え
ず
完
全
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
大
き
な
長
所
を
有

し
て
い
る
。
し
か
る
に
芸
術
に
お
い
て
は
か
く
の
如
き
不
断
の
進
歩
と
い
う
も
の
は
な
く
、
或
る
絶
頂
が
既
に
昔

に
達
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
も
拡
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
何
処
か
に
停
頓
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
な
状
況
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
天
才
を
芸
術
に
の
み
認
め
て
学
問
に
は
認
め
な
か
っ
た
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、＊

天
才
が
独
創
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
議
論
の
余
地
が
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
独
創
性
と
い
う
も
の
は
カ
ン
ト
も
考
え
た
如
く
何
よ
り
も
構
想
力
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
独
創
的
で
あ
っ
て
も
無
意
味
な
も
の
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
才
の
第
二
の
特
性
と
し
て
、
そ
の
産
物

が
同
時
に
模
範
で
あ
り
、「
範
例
的
」exem

plarisch 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
る
と
、

そ
れ
自
身
は
模
倣
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
他
に
対
し
て
は
芸
術
的
評
価
の
規
準
と
な
り
、
規
則
と

な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
天
才
は
自
然
と
し
て
芸
術
に
規
則
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

規
則
と
い
う
も
の
は
如
何
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
或
る
方
式
に
ま
と
め
ら
れ
て
規
矩
と
し
て
役

立
つ
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
美
に
つ
い
て
の
判
断
は
概
念
に
従
っ
て
規

定
し
得
る
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
美
的
判
断
の
有
す
る
必
然
性
は
概
念
的
一
般
的
な
必
然
性
で
は
な
く
、「
範
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例
的
」exem

plarisch 

な
必
然
性
で
あ
る＊
＊。

す
べ
て
の
芸
術
作
品
は
一
あ
っ
て
二
な
き
個
別
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

規
則
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
範
例
」B

eispiel 

で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
特
殊
的
な
も
の
が
同
時
に
一
般
的
な
も

の
を
ど
こ
ま
で
も
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
ゲ
ー
テ
的
な
意
味
に
お
け
る
原
形
態
或
い

は
原
型 U

rtypus 
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
感
覚
的
で
あ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
イ
デ
ー
的
で
あ
る
。
か
く
の
如

き
意
味
に
お
い
て
我
々
は
、
天
才
が
自
然
と
し
て
芸
術
に
与
え
る
規
則
は
、
規
則
と
い
う
よ
り
も
図
式 Schem

a 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
図
式
と
し
て
生
産
的
構
想
力
の
産
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
か
か
る
図
式
を
媒
介
と
し
て
作
品
は
作
品
を
生
み
、
天
才
は
天
才
を
喚
び
起
す
の
で
あ
る
。「
天
才
は

た
だ
天
才
に
よ
っ
て
の
み
点
火
さ
れ
得
る
。」
と
レ
ッ
シ
ン
グ
は
い
っ
た
が
、
カ
ン
ト
も
「
芸
術
家
の
イ
デ
ー
は

彼
の
弟
子
に
自
然
が
同
様
の
心
的
諸
力
の
比
例
を
賦
与
し
て
い
る
場
合
、こ
の
者
の
同
様
の
イ
デ
ー
を
刺
戟
す
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
天
才
の
作
品
は
「
模
倣
」N

achahm
ung 

に
と
っ
て
の
例
で
は
な
く
、む
し
ろ
他
の
天
才
の
「
後

継
」N

achfolge 

に
と
っ
て
の
例
で
あ
り
、
こ
の
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
己
自
身
の
独
創
性
の
感
情
に
喚
び
起

さ
れ
、
規
則
の
拘
束
か
ら
の
自
由
を
芸
術
に
お
い
て
行
使
す
る
結
果
、
芸
術
は
こ
れ
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
、
才
能

が
も
っ
て
自
己
を
典
型
的
と
し
て
示
す
と
こ
ろ
の
一
つ
の
新
し
い
規
則
を
得
る
の
で
あ
る
。」
こ
こ
に
我
々
は
天

才
と
い
う
歴
史
的
人
間
の
概
念
が
、
実
践
理
性
批
判
に
お
け
る
人
格
の
概
念
と
は
異
な
る
具
体
的
な
哲
学
的
基
礎
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附
け
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
か
し
こ
で
は
人
格
の
概
念
の
基
礎
は
一
般
的
な
法

則
に
求
め
ら
れ
、
か
く
し
て
人
格
の
本
来
有
す
べ
き
個
別
性
が
危
く
さ
れ
た
の
に
反
し
て
、
こ
こ
で
は
天
才
の
歴

史
的
個
別
性
は
完
全
に
認
め
ら
れ
、
か
く
し
て
そ
の
哲
学
的
基
礎
と
し
て
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の

如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
精
神
史
的
に
見
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
天
才
論
の
発
展

に
重
要
な
基
礎
を
与
え
た
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
た
。
道
徳
的
人
格
に
し
て
も
、
生
け

る
歴
史
的
人
間
と
し
て
は
、
実
践
理
性
批
判
に
お
け
る
「
法
則
」
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
判
断
力
批
判

に
お
け
る
天
才
の
如
き
意
味
に
お
け
る
「
範
例
」
或
い
は
歴
史
的
な
図
式
の
意
味
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
道
徳
的
人
格
も
そ
れ
自
身
天
才
に
属
し
、
歴
史
的
創
造
的
で
あ
る
。
道
徳
そ
の
も
の
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
の

い
う
如
く
創
造
的
で
あ
る
。
そ
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
如
く
、
道
徳
に
習
慣
的
格
率
的
な
道
徳
と
創
造
的
人
格

的
な
道
徳
と
の
区
別
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
根
柢
に
生
産
的
構
想
力
が
考
え
ら
れ
る
如
く
、
前
者

の
根
柢
に
は
再
生
的
構
想
力
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
道
徳
も
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
か
く
の
如
き
も
の
で
あ

っ
て
、
す
べ
て
歴
史
的
世
界
の
根
柢
に
は
構
想
力
の
論
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
に
依
る
と
第
三

に
、
天
才
は
自
然
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
如
何
に
し
て
彼
が
彼
の
産
物
を
作
り
出
す
か
を
自
分
で
記

述
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
学
問
的
に
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
天
才
の
活
動
は
こ
の
よ
う
に
概
念
以
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前
の
、
い
わ
ゆ
る
無
意
識
的
な
活
動
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
規
定
す
る
も
の
は
悟
性
で
は
な
く
、
理
性
で
も

な
く
、
構
想
力
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
天
才
と
い
う
語
が genius 

即
ち
或
る
人
間
に
特
有
な
、

出
生
の
際
に
一
緒
に
与
え
ら
れ
た
彼
を
守
護
し
指
導
す
る
霊
と
い
う
意
味
の
語
に
由
来
す
る
如
く
、
か
の
独
創
的

な
イ
デ
ー
は
天
来
の
啓
示
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
は
自
己
の
創
作
の
秘
密
を
他
に
向
っ
て
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
自
己
の
作
っ
た
も
の
が
自
己
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
感
知
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
第
四
に
、
天
才
は
学
問
に
対
し
て
で
は
な
く
、
芸
術
に
対
し
て
規
則
を

指
定
す
る
自
然
の
作
用
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
芸
術
に
の
み
天
才
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
当
否
は
別
に
し

て
、
天
才
と
構
想
力
と
の
密
接
な
関
係
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
の
い
う
如
く
、
構
想

力
は
す
ぐ
れ
て
芸
術
家
的
な
能
力
で
あ
る
。
芸
術
家
は
単
に
知
る
の
で
な
く
、
物
を
作
る
の
で
あ
る
。
芸
術
作
品

は
感
覚
的
な
、
物
質
的
な
物
で
あ
る
。
構
想
力
の
論
理
は
単
な
る
認
識
の
論
理
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
か
か
る
物

の
生
産
の
論
理
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
構
想
力
に
重
要
な
意
味
を
認
め
た
の
は
、
認
識
論
に
お
い
て
も
、
天
才
論
に

お
い
て
も
、
感
覚
、
直
観
、
素
材
に
関
し
て
、
し
か
も
そ
れ
の
悟
性
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
彼
は

判
断
力
批
判
の
他
の
箇
所
（K

r. d. U
. § 49

）
で
天
才
を
説
明
し
て
、
天
才
は
第
一
に
芸
術
に
対
す
る
才
能
で
あ

っ
て
、
明
瞭
に
知
ら
れ
た
規
則
が
先
行
し
て
そ
の
手
続
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
学
問
に
対
す
る
才
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能
で
は
な
い
と
い
い
、「
第
二
に
天
才
は
、
芸
術
の
才
能
と
し
て
、
目
的
と
し
て
の
産
物
に
つ
い
て
の
一
定
の
概

念
、
従
っ
て
悟
性
を
前
提
す
る
が
、
し
か
し
ま
た
こ
の
概
念
の
表
現
の
た
め
に
素
材 Stoff 

即
ち
直
観
の
（
た
と

い
不
定
な
り
と
も
）
表
象
、
従
っ
て
悟
性
に
対
す
る
構
想
力
の
関
係
を
前
提
す
る
。」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
る

に
芸
術
に
お
け
る
表
現
は
、
一
定
の
概
念
が
予
め
与
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
た
だ
直
観
の
う
ち
に
表
現
す
る
と

い
う
如
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
芸
術
に
お
け
る
イ
デ
ー
は
芸
術
家
の
表
現
作
用
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
第
三
に
、
天
才
は
一
定
の
概
念
の
表
現
に
お
け
る
計
画
的
な
目
的
の
実
現
に
お
い

て
顕
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
か
の
意
図
へ
の
豊
富
な
素
材
を
含
み
、
従
っ
て
構
想
力
を
あ
ら
ゆ
る
規
則
の
指
導
か

ら
離
れ
て
自
由
に
、
し
か
も
与
え
ら
れ
た
概
念
の
表
現
に
対
し
て
合
目
的
的
に
表
象
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
美
的
理

念 aesthetische Idee 

の
提
示
も
し
く
は
表
出
に
お
い
て
顕
れ
る
の
で
あ
る
。」
ま
こ
と
に
天
才
は
美
的
理
念
の
表

現
に
お
い
て
顕
れ
る
。
し
か
ら
ば
美
的
理
念
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
構
想
力
と
の
関
係
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　
前
掲
拙
著
「
天
才
論
」
参
照
。

＊
＊
　V

gl. K
ritik der U

rteilskraft, § 18.

天
才
に
と
っ
て
最
も
本
質
的
な
も
の
は
、
カ
ン
ト
に
依
る
と
、「
精
神
」G

eist 

で
あ
る
。
天
才
の
芸
術
は
つ
ね
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に
精
神
を
有
し
て
い
る
。
精
神
と
は
「
美
的
理
念
の
表
現
の
能
力
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
美
的
理
念
と
い

う
の
は
、「
多
く
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
構
想
力
の
表
象
」diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel 

zu denken veranlasst. 

で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
に
対
し
て
は
如
何
な
る
特
定
の
思
想
即
ち
概
念
も
適
合
し
得
る

こ
と
な
く
、
従
っ
て
如
何
な
る
言
葉
も
完
全
に
そ
れ
に
到
達
し
、
そ
れ
を
表
明
し
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に

し
て
美
的
理
念
は
理
性
理
念 Vernunftidee 

と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
理
念
は
如
何
な
る
直
観

も
そ
れ
に
適
合
し
得
ぬ
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
美
的
理
念
は
如
何
な
る
概
念
も
そ
れ
に
適
合
し
得
ぬ
直
観
で

あ
る
か
ら
。
す
で
に
美
的
理
念
は
構
想
力
の
表
象
で
あ
る
。
そ
れ
が
理
念
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
一
面
、
そ
れ
が
経

験
の
限
界
を
超
え
て
横
た
わ
る
或
る
も
の
に
向
っ
て
少
な
く
と
も
努
力
し
、
そ
し
て
か
く
し
て
理
性
概
念
（
知
性

的
理
念
）
の
表
現
に
近
づ
く
こ
と
を
求
め
、
そ
の
こ
と
が
そ
れ
に
客
観
的
実
在
の
外
観
を
与
え
る
故
で
あ
り
、
他

面
、
し
か
も
主
と
し
て
、
そ
れ
が
内
的
直
観
と
し
て
、
如
何
な
る
概
念
も
そ
れ
に
完
全
に
適
合
し
得
な
い
と
い
う

理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
美
的
理
念
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
本
来
た
だ
「（
構
想
力
の
）
才
能
」
で

あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
構
想
力
の
表
象
は
、
一
方
ど
こ
ま
で
も
直
観
的
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
ど
こ
ま
で
も
理
念

的
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
美
的
意
味
に
お
け
る
精
神
と
い
う
も
の
は
、「
心
意
に
お
け
る
生
命
的
な
ら
し
め
る
原

理
」das belebende Prinzip im

 G
em

üte 

で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
原
理
が
も
っ
て
心
意
を
生
命
的
な
ら
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し
め
る
も
の
、
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
素
材
は
、「
心
意
の
諸
力
を
合
目
的
的
に
躍
動
せ
し
め
、
み
ず
か
ら
自

己
を
持
続
せ
し
め
、
み
ず
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
力
を
強
め
し
め
る
如
き
戯
れ
の
中
に
お
く
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ

る
。
か
く
の
如
き
も
の
は
美
的
理
念
に
ほ
か
な
ら
ず
、
精
神
は
か
く
の
如
き
美
的
理
念
の
表
現
の
能
力
で
あ
る
。

美
的
理
念
に
よ
っ
て
合
目
的
的
に
躍
動
せ
し
め
ら
れ
る
心
意
の
諸
力
は
、
既
に
趣
味
判
断
の
基
礎
と
さ
れ
た
と
こ

ろ
の
、
自
由
な
戯
れ
に
お
い
て
調
和
す
る
と
い
う
構
想
力
と
悟
性
で
あ
る
、
か
く
し
て
天
才
論
と
趣
味
判
断
の
説

と
は
結
び
附
く
。
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
、「
そ
れ
故
に
、
そ
の
（
或
る
関
係
に
お
け
る
）
結
合
が
天
才
を
形
作

る
と
こ
ろ
の
心
意
の
諸
力
は
、
構
想
力
と
悟
性
で
あ
る
。
た
だ
、
構
想
力
を
認
識
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
に
は
、

構
想
力
は
悟
性
の
概
念
に
適
合
す
べ
く
、
悟
性
の
強
制
の
も
と
に
立
ち
そ
の
制
限
に
服
す
る
が
、
美
的
意
図
に
お

い
て
は
、
こ
れ
に
反
し
て
構
想
力
は
か
の
概
念
と
の
一
致
を
超
え
て
、
自
由
に
、
し
か
も
自
然
に
、
豊
富
な
未
展

開
の
素
材
を
悟
性
に
提
供
し
、
悟
性
は
そ
の
概
念
に
お
い
て
は
こ
れ
に
対
し
て
顧
慮
を
払
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ

れ
を
客
観
的
に
認
識
の
た
め
に
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
主
観
的
に
認
識
諸
力
を
生
命
的
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
従

っ
て
間
接
に
は
ま
た
認
識
の
た
め
に
も
使
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
従
っ
て
天
才
は
本
来
、
与
え
ら
れ
た
概

念
に
対
し
て
理
念
を
発
見
し
、
他
方
か
よ
う
な
理
念
に
対
し
て
表
現
を
見
出
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
こ
に
惹
起
さ

れ
た
主
観
的
な
気
分
が
、
概
念
の
随
伴
物
と
し
て
、
他
人
に
伝
達
さ
れ
得
る
と
い
う
、
如
何
な
る
学
問
も
教
え
得
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ず
如
何
な
る
勤
勉
も
学
び
得
ぬ
と
こ
ろ
の
或
る
幸
運
な
関
係
の
中
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。」
天
才
に
お
い
て
構

想
力
と
悟
性
と
は
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
構
想
力
は
悟
性
の
強
制
や
制
限
に
従
う
の
で
は
な

く
、
却
っ
て
構
想
力
の
自
由
な
独
創
的
な
活
動
が
お
の
ず
か
ら
概
念
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
悟
性
に
は
「
自
由

な
戯
れ
」
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
、
こ
れ
は
構
想
力
に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
天
才
に
お
け
る
構
想
力
の

自
由
な
戯
れ
は
お
の
ず
か
ら
規
則
に
適
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
そ
の
天
才
性
が
あ
る
。
か
く
し
て
カ
ン

ト
は
右
に
挙
げ
た
個
所
（K

r. d. U
. § 49

）
に
お
い
て
天
才
に
つ
い
て
の
説
明
を
続
け
て
、「
第
四
に
、
悟
性
の

法
則
性
に
対
す
る
構
想
力
の
自
由
な
調
和
に
お
け
る
お
の
ず
か
ら
の
、
故
意
で
な
い
、
主
観
的
な
合
目
的
性
は
、

学
問
に
せ
よ
機
械
的
模
倣
に
せ
よ
、
如
何
な
る
規
則
の
遵
奉
も
決
し
て
生
起
せ
し
め
得
ず
、
た
だ
主
観
の
自
然
の

み
が
実
現
し
得
る
よ
う
な
こ
れ
ら
の
能
力
の
比
例
と
調
和
を
前
提
す
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
天
才
は
概
念
よ
り

は
理
念
を
発
見
し
、
こ
の
理
念
に
表
現
を
与
え
る
能
力
で
あ
り
、
こ
の
理
念
は
ど
こ
ま
で
も
直
観
的
な
も
の
で
あ

る
。
こ
の
も
の
は
単
な
る
認
識
に
お
い
て
で
な
く
物
に
お
い
て
、
表
現
的
な
物
に
お
い
て
、
か
か
る
物
の
生
産
に

お
い
て
現
れ
る
も
の
と
し
て
、
か
く
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
構
想
力
と
悟
性
と
の
一
致
と
い
う
主
観

的
な
も
の
、
不
定
な
も
の
は
、
客
観
的
に
美
的
理
念
と
し
て
表
現
に
達
す
る
。
美
的
理
念
は
芸
術
に
お
け
る
歴
史

的
な
形
で
あ
っ
て
、
個
別
的
に
限
定
さ
れ
た
形
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
美
的
理
念
を
客
観
的
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に
表
現
し
て
い
る
作
品
に
対
し
て
、
こ
れ
を
享
受
す
る
側
の
主
観
で
は
悟
性
と
構
想
力
の
作
用
の
自
由
な
戯
れ
に

お
け
る
調
和
が
惹
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
天
才
の
活
動
は
本
来
、
表
現
的
生
産
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
表
現
さ

れ
る
美
的
理
念
は
も
と
構
想
力
の
表
象
で
あ
る
。
こ
の
も
の
に
お
い
て
構
想
力
と
悟
性
は
客
観
的
表
現
的
に
統
一

さ
れ
る
。
か
く
し
て
「
構
想
力
の
独
創
性
（
模
倣
的
で
な
い
生
産
）
は
、
そ
れ
が
概
念
に
一
致
す
る
場
合
、
天
才

と
呼
ば
れ
る
。」
と
い
う
カ
ン
ト
の
人
間
学
の
定
義
は
判
断
力
批
判
に
お
い
て
も
推
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
構
想

力
の
論
理
は
何
よ
り
も
表
現
の
論
理
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
天
才
論
に
お
け
る
「
精
神
」G

eist 

の
概
念
は
、
彼
の

趣
味
判
断
の
説
に
お
け
る
「
感
覚
」Sinn 

の
概
念
に
相
応
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
い
う

精
神
は
悟
性
的
な
も
の
で
あ
る
よ
り
も
直
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
精
神
と
は
イ
デ
ー
的
な
も
の
と
見
ら
れ
た
構
想

力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
か
る
意
味
に
お
け
る
精
神
は
や
が
て
フ
ン
ボ
ル
ト
な
ど
の
哲
学
に
お
い
て
中
心
を
な
す

も
の
で
あ
る
。
か
か
る
精
神
の
本
質
は
、
悟
性
や
理
性
と
区
別
さ
れ
て
、
本
来
的
に
表
現
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
。

し
か
る
に
判
断
力
批
判
に
お
け
る
精
神
の
概
念
、
美
的
理
念
の
概
念
は
、
理
念
的
な
も
の
と
し
て
、
構
想
力
を

カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
直
観
的
悟
性
」intuitiver Verstand 
の
概
念
に
接
近
せ
し
め
る
よ
う
に
見
え
る
。
カ
ン
ト

以
後
の
哲
学
が
直
観
的
悟
性
の
立
場
に
お
い
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
弁
証
法
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と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
直
観
的
悟
性
の
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
か
か
る
弁
証
法
に
対
し
て
構
想
力
の
論
理

の
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
既
に
純
粋
理
性
批
判
に
お
い
て
見
た
如
く
、
構
想
力
は
感
性
と
悟
性
の

綜
合
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
直
観
的
悟
性
も
直
観
と
悟
性
の
綜
合
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
直

観
的
悟
性
が
い
わ
ゆ
る
原
型
的
知
性 intellectus archetypus 

と
し
て
無
限
な
る
も
の
即
ち
神
の
立
場
に
立
つ
の

に
反
し
て
、
構
想
力
の
論
理
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
立
場
に
止
ま
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

が
そ
の
カ
ン
ト
解
釈
に
お
い
て
人
間
存
在
の
有
限
性
に
関
聯
し
て
構
想
力
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
も
理
由
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
構
想
力
の
論
理
は
神
の
立
場
に
立
た
う
と
し
た
直
観
的
悟
性
の
論
理
を
本
来
の
人
間
の
立
場
に

引
き
戻
そ
う
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
超
歴
史
的
な
直
観
的
悟
性
の
論
理
を
本
来
の

歴
史
的
な
立
場
に
転
換
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
、
直
観
的
悟
性
の
立
場
に
立
つ

も
の
と
し
て
、
無
時
間
的
な
超
歴
史
的
な
立
場
に
立
ち
、
現
実
に
お
い
て
は
観
想
の
立
場
に
止
ま
り
、
哲
学
は
結

局
ミ
ネ
ル
バ
の
梟
と
し
て
過
去
に
つ
い
て
思
弁
し
得
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
弁
証
法
も
一
種
形
式
的
な
も
の
に
堕
し

て
ゆ
く
べ
き
運
命
を
担
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
構
想
力
の
論
理
は
如
何
に
し
て
自
己
を
区
別
し
得
る
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
問
題
に
触
れ
る
に
先
立
っ
て
、
我
々
は
更
に
カ
ン
ト
の
判
断
力
批
判
に
お
け
る
目
的
論
の
問
題
に
立

ち
入
っ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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カ
ン
ト
は
合
目
的
性
に
種
々
の
区
別
を
設
け
た
。
そ
の
際
先
ず
美
的
合
目
的
性
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
述

べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
美
的
合
目
的
性
は
主
観
的
合
目
的
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
構
想
力
と
悟
性
と
の

調
和
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
目
的
な
き
合
目
的
性
或
い
は
法
則
な
き
合
法
則
性
と
し
て
構

想
力
の
自
由
な
活
動
が
お
の
ず
か
ら
悟
性
の
概
念
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
構
想
力

の
自
由
な
合
法
則
性
」freie G

esetzm
ässigkeit der Einbildungskraft 

と
も
称
し
て
い
る
。＊

し
か
る
に
美
は
芸
術

に
お
い
て
の
み
で
な
く
自
然
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
自
然
美 N

aturschönheit 

と
い
う
も
の
が
あ
り
、
自
然

の
主
観
的
美
的
合
目
的
性
が
考
え
ら
れ
る
。
自
然
は
如
何
な
る
も
の
と
し
て
美
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
対

象
が
美
と
し
て
享
受
さ
れ
る
に
は
、対
象
は
概
念
的
に
で
は
な
く
直
観
的
に
把
捉
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

カ
ン
ト
の
言
葉
に
依
る
と
、こ
の
場
合
対
象
の
形
式
が
「
対
象
の
あ
ら
ゆ
る
概
念
に
先
立
つ
把
捉
（apprehensio

）

に
お
い
て
」
把
捉
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ＊
＊。
と
こ
ろ
で apprehensio

（
覚
知
）
の
把
捉
に
つ
い
て
、
我
々

は
純
粋
理
性
批
判
の
中
で
直
観
に
お
け
る
覚
知
の
綜
合
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
を
想
い
起
す
。
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「
だ
か
ら
我
々
の
う
ち
に
は
こ
の
多
様
の
綜
合
の
活
動
的
な
能
力
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
我
々
は
構
想
力

と
名
附
け
、
そ
し
て
こ
れ
が
直
接
に
知
覚
に
及
ぼ
す
作
用
を
私
は
覚
知 A

pprehension 

と
名
附
け
る
。
構
想
力

は
即
ち
直
観
の
多
様
を
一
つ
の
形
象
に in ein B

ild 

も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
構
想
力
は
先
ず
印
象
を
そ
の

活
動
の
う
ち
に
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、言
い
換
え
る
と
印
象
を
覚
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
い
い
、更
に
「
構

想
力
は
知
覚
そ
の
も
の
の
必
然
的
成
分
で
あ
る
。」
と
い
っ
て
い
る＊
＊
＊。
か
よ
う
に
し
て
美
的
対
象
に
お
い
て
把
捉

さ
れ
る
形
式
と
い
う
も
の
は
直
観
的
な
も
の
、
形
象
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
経
験
に
与
え
ら
れ
た
対
象

に
お
け
る
合
目
的
性
は
、
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
先
ず
単
に
主
観
的
な
根
拠
か
ら
、「
対
象
の
あ
ら
ゆ
る
概
念
に
先

立
つ
把
捉
（
覚
知
）
に
お
け
る
対
象
の
形
式
と
、
直
観
を
概
念
と
認
識
一
般
の
た
め
に
結
合
す
る
認
識
諸
能
力
と

の
合
致
と
し
て
」
表
象
さ
れ
る
。
即
ち
対
象
に
お
い
て
覚
知
さ
れ
る
形
式
は
、
直
観
の
能
力
と
し
て
の
構
想
力
の

作
用
と
概
念
の
能
力
と
し
て
の
悟
性
の
作
用
と
を
互
い
に
促
進
さ
せ
つ
つ
調
和
さ
せ
る
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
こ
の
調
和
の
意
識
が
普
遍
妥
当
的
な
快
の
感
情
と
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ
に
趣
味
判
断
は
成
立
す
る
の
で
あ

っ
て
、
主
観
的
美
的
合
目
的
性
の
表
象
は
対
象
の
形
式
に
お
け
る
直
接
的
な
快
の
感
情
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
し

か
る
に
構
想
力
の
作
用
と
悟
性
の
作
用
と
の
合
致
は
「
認
識
一
般
」Erkenntnis überhaupt 

に
と
っ
て
要
求
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
す
べ
て
の
認
識
は
直
観
と
概
念
と
の
結
合
で
あ
る
か
ら
。
美
的
判
断
の
普
遍
妥
当
性
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の
根
拠
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
こ
の
「
認
識
一
般
」
と
い
う
も
の
が
判
断
力
批
判
と
純
粋
理
性
批
判
と
の
、
カ
ン
ト

の
美
学
と
認
識
論
と
の
連
繋
を
示
す
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
今
か
か
る
連
繋
は
彼
が
自
然
の
形
式

的
論
理
的
合
目
的
性
と
称
す
る
も
の
に
お
い
て
一
層
明
瞭
に
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、「
自
然
は
、
そ

れ
が
同
時
に
芸
術
と
見
え
る
場
合
、
美
で
あ
る
。」
と
い
っ
た
。
自
然
が
美
で
あ
る
の
は
自
然
が
技
術
的
で
あ
る

た
め
で
あ
り
、
自
然
美
の
根
柢
に
は
自
然
の
技
術
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
カ
ン
ト
が
「
自
然
の
技
術
」

Technik der N
atur 

と
い
う
も
の
は
自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
で
あ
る
。
か
か
る
自
然
の
論
理
的
合
目
的

性
と
美
的
合
目
的
性
と
の
間
に
は
内
面
的
関
係
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
判
断
力
批
判
に
お
け
る
自
然

の
論
理
的
目
的
性
の
思
想
は
純
粋
理
性
批
判
の
先
験
的
弁
証
論
に
お
け
る
思
想
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 22.

＊
＊
　O

p. cit., Einleitung. V
III.

＊
＊
＊
　
本
書
〔
第
四
章
〕
第
九
節
〔
本
巻
三
四
七
頁
〕
参
照
。【「
自
己
の
創
見
」
云
々
前
後
。】

い
っ
た
い
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
純
粋
理
性
批
判
に
お
い
て
自
然
は
「
一

個
の
自
然
」eine N

atur 

と
し
て
問
題
に
さ
れ
、
解
明
さ
れ
た
。
こ
れ
を
経
験
と
い
う
も
、
経
験
は
「
一
個
の
経
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験
」eine Erfahrung 

と
し
て
問
題
に
さ
れ
、
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
自
然
或
い
は
経
験

は
体
系
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
い
う
経
験
は
「
可
能
的
経
験
一
般
」
を
意
味
し
、自
然
は
「
自
然
一
般
」

N
atur überhaupt 

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
自
然
は
可
能
的
経
験
一
般
の
先
験
的
制
約
と
し
て
の
悟
性
の
法
則
に

よ
っ
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
そ
の
体
系
は
「
先
験
的
法
則
に
従
っ
て
の
体
系
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
る
に
か
か
る
自
然
一
般
は
、
カ
ン
ト
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
形
式
的
に
見
ら
れ
た
自
然 natura form

aliter 

spectata 

で
あ
っ
て
、
内
容
的
に
見
ら
れ
た
自
然 natura m

aterialiter spentata 

で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
我
々
が

普
通
に
自
然
と
し
て
経
験
す
る
も
の
は
内
容
的
に
見
ら
れ
た
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
種
々
の
特
殊
的
な
経
験
的

法
則
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
自
然
は
「
特
殊
的
法
則
の
多
様
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
自
然
」
で
あ
り
、
経
験
と
い

う
も
経
験
一
般
で
は
な
く
「
特
殊
的
経
験
」besondere Erfahrung 

で
あ
る
。
か
よ
う
な
特
殊
的
法
則
は
先
験
的

に
演
繹
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
悟
性
に
と
っ
て
偶
然
的
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
「
特
殊

的
法
則
の
多
様
の
迷
宮
」
の
中
を
彷
徨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
験
的
法
則
は
無
限
に
多
様
で

あ
る
。
し
か
し
我
々
の
自
然
研
究
は
か
か
る
経
験
的
法
則
の
体
系
的
聯
関
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
「
特
殊
的
経

験
の
集
積 A

ggregat 

を
そ
の
体
系 System

 

と
し
て
考
察
す
る
」
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。＊

形
式
的
に
見
ら
れ
た

自
然
が
体
系
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
内
容
的
に
見
ら
れ
た
自
然
も
体
系
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
前
者
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が
「
先
験
的
概
念
（
範
疇
）
に
従
っ
て
の
先
験
的
体
系
」
を
い
う
の
に
対
し
、
後
者
は
「
経
験
的
法
則
に
従
っ
て

の
自
然
の
体
系
」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
我
々
の
経
験
的
認
識
は
後
の
意
味
に
お
け
る
体
系
を
前
提
す
る
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
無
限
に
多
様
な
経
験
的
法
則
の
可
能
性
は
先
験
的
に
認
識
さ
れ
得
ず
、
悟
性
に
と
っ
て
「
偶

然
的
」
で
あ
る
。
経
験
的
法
則
に
従
っ
て
の
自
然
の
統
一
、
経
験
の
統
一
の
可
能
性
は
偶
然
的
で
あ
る
。
経
験
的

法
則
に
従
っ
て
の
自
然
の
体
系
は
悟
性
に
と
っ
て
「
全
く
無
縁
」ganz frem

d 

で
あ
る
。
か
よ
う
に
悟
性
の
立
場

に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
自
然
の
経
験
的
体
系
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
カ
ン
ト
に
依
る
と
反
省
的
判
断
力

の
先
験
的
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
が
経
験
的
法
則
に
関
す
る
自
然
の
特
殊
化 Spezifikation der N

atur 

の
原
理
で
あ

る
。
カ
ン
ト
は
「
自
然
は
そ
の
一
般
的
法
則
を
経
験
的
法
則
に
、
論
理
的
体
系
の
形
式
に
従
っ
て
判
断
力
の
た
め

に
特
殊
化
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
特
殊
的
な
も
の
は
一
般
的
な
も
の
に
対
し
て
偶
然
的
と

見
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
多
様
な
経
験
的
法
則
に
つ
い
て
、
よ
り
一
般
的
な
も
の
と
よ
り
特
殊
的
な
も
の
と
は
秩
序

に
従
っ
て
内
面
的
関
係
に
結
合
さ
れ
、
体
系
化
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
悟
性
に
と
っ
て
偶
然
的
な
経
験
的
法
則

は
自
然
の
特
殊
化
の
原
理
に
よ
っ
て
合
法
則
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
我
々
の
経
験
的
認
識
は
か
か
る
原
理
を
前
提

し
て
自
然
の
統
一
を
求
め
る
の
で
あ
る
。「
偶
然
的
な
も
の
の
合
法
則
性
」G

esetzm
ässigkeit des Zufälligen 

は

合
目
的
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
無
限
に
多
様
な
経
験
的
法
則
を
論
理
的
体
系
に
整
序
す
る
か
か
る
合
目
的
性
は
形
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式
的
且
つ
論
理
的
合
目
的
性
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
自
然
を
認
識
す
る
我
々
の
能
力
に
と
っ
て
合
目
的
的
な
の

で
あ
っ
て
主
観
的
合
目
的
性
で
あ
る
。
自
然
の
認
識
に
は
特
殊
的
な
も
の
を
一
般
的
な
も
の
の
下
に
含
ま
れ
る
も

の
と
し
て
判
定
し
、
そ
れ
を
自
然
の
概
念
の
下
に
包
摂
し
得
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
判
断
力
は
特

殊
的
な
も
の
を
与
え
ら
れ
た
一
般
的
な
も
の
の
下
に
包
摂
す
る
能
力
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
逆
に
、
特
殊
的

な
も
の
に
対
し
て
一
般
的
な
も
の
を
見
出
す
能
力
で
あ
る
。
自
然
の
特
殊
化
は
そ
れ
故
に
判
断
力
に
と
っ
て
合
目

的
的
で
あ
る
。「
自
然
は
そ
の
一
般
的
法
則
を
合
目
的
性
の
原
理
に
従
っ
て
我
々
の
認
識
能
力
の
た
め
に
特
殊
化

す
る
」、
と
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
多
く
の
不
同
な
自
然
法
則
の
間
に
聯
関
が
発
見
さ
れ
、
包
括
的

な
原
理
の
下
に
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
満
足
を
与
え
る
。
経
験
の
統
一
を
求
め
よ
う
と
す
る

我
々
の
意
図
は
達
成
さ
れ
、
し
か
る
に
「
あ
ら
ゆ
る
意
図
の
達
成
」Erreichung jeder A

bsicht 

は
快
の
感
情
と

結
び
附
い
て
い
る
。
自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
に
は
快
の
感
情
が
伴
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
先
ず
我
々
は

論
理
的
合
目
的
性
と
美
的
合
目
的
性
と
の
関
係
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
美
的
快
感
は
カ
ン
ト
に
依
る
と

無
関
心
の
快
感
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
意
図
の
達
成
に
伴
う
快
感
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
に
結
び
附
く
快
感
は
知
に
お
け
る
美
を
現
し
、
い
わ
ば
知
的
美
或
い
は

抽
象
美
と
し
て
美
の
一
種
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
快
感
は
意
欲
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
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か
ら
。
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
、「
意
図
の
達
成
の
条
件
が
、
い
ま
こ
の
場
合
に
お
け
る
反
省
的
判
断
力
一
般
に

と
っ
て
の
原
理
の
如
く
、
先
験
的
な
表
象
で
あ
る
場
合
、
快
の
感
情
も
先
験
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
、
且
つ
万
人
に

妥
当
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
認
識
能
力
へ
の
客
観
の
関
係
に
よ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
合

目
的
性
の
概
念
は
こ
の
際
毫
も
意
欲
能
力
へ
の
交
渉
を
有
す
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
自
然
の
一
切
の
実
践
的
合
目

的
性
と
は
全
く
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。＊
＊」

即
ち
論
理
的
合
目
的
性
は
純
粋
感
情
の
原
理
と
な
り
、
美
的

合
目
的
性
の
原
理
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
美
が
判
断
力
に
と
っ
て
合
目
的
的
で
あ
る
の
は
「
認
識
一
般
」
の

要
求
す
る
構
想
力
の
作
用
と
悟
性
の
作
用
と
の
合
致
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
こ
の
認
識
一
般
と
い
う
概
念

は
美
的
合
目
的
性
と
論
理
的
合
目
的
性
と
の
内
面
的
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。
認
識
一
般
と
い
う
概
念
は
単
に
作

用
の
見
地
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
論
理
的
合
目
的
性
の
概
念
は
主
観
的
と
い
わ

れ
る
に
し
て
も
な
お
対
象
的
論
理
的
規
定
を
含
む
と
こ
ろ
に
美
の
論
理
に
と
っ
て
一
層
重
要
な
意
味
を
有
す
る
で

あ
ろ
う
。
美
的
判
断
の
根
拠
は
対
象
の
形
式
に
お
け
る
論
理
的
合
目
的
性
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
る
に
認
識
一
般
に
と
っ
て
は
構
想
力
の
作
用
と
悟
性
の
作
用
と
の
合
致
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
自
然
の

形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
に
お
い
て
は
構
想
力
は
何
等
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
追
及
す
る

た
め
に
、
更
に
立
ち
入
っ
て
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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＊
　Erste Einleitung, II.

＊
＊
　K

r. d. U
. Einleitung, V

I.
一
七

自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
の
思
想
は
判
断
力
批
判
を
純
粋
理
性
批
判
に
結
び
附
け
る
。
後
の
書
の
先
験
的
弁
証

論
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
先
験
的
理
念
を
論
じ
た
。
彼
に
依
る
と
、
我
々
の
悟
性
は
経
験
の
対
象
に
関
係
す
る
の
み

で
あ
る
。
経
験
の
対
象
は
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
制
約
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
制
約
を
考
え
、

更
に
こ
の
も
の
の
制
約
を
考
え
、
か
よ
う
に
し
て
制
約
の
全
体
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
か
か
る
制

約
の
全
体
性
は
経
験
を
超
え
、
従
っ
て
悟
性
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
は
純
粋
悟
性
概
念
と
は
異
な
る
純
粋
理
性
の

概
念
に
属
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
先
験
的
理
念
と
称
す
る
も
の
は
か
く
の
如
き
純
粋
理
性
の
概
念
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
我
々
の
認
識
は
決
し
て
そ
れ
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
も
そ
れ
は
我
々
の
認
識
に
と
っ
て
欠

く
こ
と
の
で
き
ぬ
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
認
識
は
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
統
一
を
得
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
か
か
る
先
験
的
理
念
の
第
三
の
も
の
と
し
て
「
一
つ
の
体
系
に
お
け
る
部
分
の
選
言
的
綜
合
」
を
掲
げ
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た
が
、
こ
れ
は
シ
ュ
タ
ッ
ト
レ
ル
の
い
う
如
く
、
判
断
力
批
判
に
お
け
る
論
理
的
合
目
的
性
の
概
念
に
当
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
体
系
の
理
念
は
先
験
的
弁
証
論
附
録
に
お
い
て
詳
細
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
理
性

は
認
識
の
統
一
を
要
求
す
る
。
し
か
る
に
「
こ
の
理
性
統
一
は
い
つ
で
も
理
念
を
、
即
ち
部
分
の
定
ま
っ
た
認
識

に
先
行
し
、
各
部
分
に
他
の
部
分
に
対
す
る
そ
の
位
置
と
関
係
を
先
験
的
に
規
定
す
る
諸
制
約
を
含
む
と
こ
ろ
の

認
識
の
全
体
の
形
式
に
関
す
る
理
念
を
前
提
す
る
。従
っ
て
こ
の
理
念
は
悟
性
の
認
識
の
完
全
な
統
一
を
要
請
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
悟
性
の
認
識
は
単
に
偶
然
的
な
集
積 A

ggregat 

で
は
な
く
、
必
然
的
法
則
に
従
っ
て
聯
関
す
る

体
系 System

 

と
な
る
の
で
あ
る
。」＊

し
か
も
こ
の
個
所
に
お
い
て
は
体
系
と
い
う
も
の
の
論
理
的
構
造
が
詳
細

に
示
さ
れ
て
い
る
。
体
系
が
成
立
す
る
た
め
に
は
先
ず
同
質
性 H

om
ogenität

（G
leichartigkeit 

と
も
い
わ
れ
る
）

の
原
理
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
多
様
の
も
の
の
間
に
同
質
性
或
い
は
同
一
性
が
前
提
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

体
系
化
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
理
的
に
見
る
と
多
様
な
も
の
を
類
に
、
更
に
よ
り
高
い
類
に
包

括
し
て
ゆ
く
類
の
原
理 Prinzip der G

attungen 
に
相
応
す
る
。
し
か
し
か
よ
う
な
原
理
の
み
で
は
体
系
は
成
立

し
得
ず
、
却
っ
て
そ
れ
の
み
で
は
体
系
は
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
類
の
論
理
的
原
理
に
種
の
原
理 Prinzip der 

A
rten 

が
対
立
す
る
。
こ
の
原
理
は
物
が
同
一
の
類
の
も
と
に
お
い
て
合
致
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
な
お
且
つ
多

様
性
差
異
性
を
有
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
即
ち
理
性
は
一
方
に
お
い
て
は
類
に
関
す
る
外
延
（
一
般
性
）
へ
の
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関
心
、
他
方
に
お
い
て
は
種
の
多
様
性
に
関
す
る
内
包
（
限
定
性
）
へ
の
関
心
と
い
う
、
相
矛
盾
す
る
関
心
を
示

し
て
い
る
。
前
の
場
合
我
々
は
類
へ
昇
る
こ
と
に
よ
っ
て
単
純
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
後
の
場
合

我
々
は
類
か
ら
始
め
て
、
類
の
も
と
に
含
ま
れ
る
多
様
な
も
の
に
降
り
、
か
く
し
て
体
系
に
拡
充
を
与
え
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
類
の
論
理
的
原
理
の
根
柢
に
同
質
性
の
先
験
的
な
原
理
が
あ
る
よ
う
に
、
種
の
原
理
の
根
柢
に

は
先
験
的
な
特
殊
化 Spezifikation 

（M
annigfaltigkeit  

【
多
様
】
或
い
は Varietät  

【
変
種
】
と
も
い
わ
れ
る
）
の

原
理
が
あ
る
。
し
か
し
体
系
的
統
一
を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
に
加
え
て
、
更
に
第
三
に
連

続
性 K

ontinuität

（A
ffinität  

【
親
和
】
或
い
は Verw

andtschaft  

【
縁
続
き
】
と
も
い
わ
れ
る
）
の
原
理
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
前
の
二
つ
の
原
理
の
結
合
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
各
々
の
種
か
ら
他
の
各
々
の
種
へ
差

異
性
の
段
階
的
生
長
に
よ
る
隈
な
き
推
移
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
判
断
力
批
判
に
お
け
る
論

理
的
合
目
的
性
の
概
念
は
、
同
質
性
、
特
殊
化
、
連
続
性
と
い
う
三
つ
の
原
理
に
お
い
て
そ
の
論
理
的
構
造
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　K

ritik der reinen Vernunft, B
 673.

と
こ
ろ
で
自
然
の
特
殊
化
ま
た
は
論
理
的
合
目
的
性
は
、
或
い
は
類
と
い
い
種
と
い
い
、
或
い
は
判
断
力
批
判

第
一
序
論
に
お
い
て
は
「
多
様
な
も
の
の
分
類
」K

lassifikation des M
annigfaltigen 

と
い
わ
れ
、
形
式
論
理
的
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な
も
の
を
思
わ
せ
る
に
し
て
も
、
何
等
形
式
論
理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
体
系
と
い
う
も
の
も
、
類
と

種
と
の
関
係
に
お
い
て
分
類
的
に
、
形
式
論
理
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た

め
に
は
体
系
に
関
す
る
先
験
的
原
理
が
予
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
は
、「
類
の
論
理
的
原
理
は
、
そ
れ
が

自
然
（
こ
こ
に
私
が
自
然
と
い
う
の
は
単
に
我
々
に
与
え
ら
れ
る
諸
々
の
対
象
の
謂
で
あ
る
）
に
適
用
さ
る
べ
き

場
合
、
先
験
的
原
理
を
前
提
す
る
。」
と
い
っ
て
い
る
。＊

か
か
る
先
験
的
原
理
は
上
に
述
べ
た
同
質
性
の
原
理
で

あ
る
。
ま
た
彼
は
種
の
原
理
に
つ
い
て
、「
こ
の
論
理
的
法
則
も
、
そ
の
根
柢
に
先
験
的
な
特
殊
化
の
法
則
が
存

す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
意
味
と
適
用
と
を
有
し
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
書
い
て
い
る
。
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性

は
形
式
論
理
的
見
地
の
自
然
へ
の
適
用
の
先
験
的
前
提
で
あ
る
。
形
式
論
理
が
抽
象
的
で
あ
る
に
反
し
、
合
目
的

性
の
論
理
は
具
体
的
で
あ
る
。
具
体
的
な
も
の
は
抽
象
的
な
も
の
の
根
柢
で
あ
っ
て
、
後
者
か
ら
前
者
が
理
解
さ

れ
得
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
前
者
か
ら
後
者
に
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
合
目
的
性
の
論
理
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
体
系
と
い
う
も
の
は
全
体
性
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
形
式
論
理
の
類
と
種
の
関
係
に

お
い
て
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
全
体
と
部
分
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
全
体
は
形
式

論
理
に
お
け
る
類
の
如
き
「
分
析
的
普
遍
」das A

nalytisch-A
llgem

eine 

で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
綜
合
的
普
遍
」

das Synthetisch-A
llgem

eine 

で
あ
る
。
分
析
的
普
遍
に
お
い
て
は
普
遍
は
特
殊
の
多
様
性
に
関
し
て
何
事
も
規
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定
せ
ず
、
特
殊
は
普
遍
に
対
し
て
偶
然
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
綜
合
的
普
遍
に
お
い
て
は
部
分
は
全
体
の
特
殊
化

乃
至
分
化
発
展
と
見
ら
れ
、全
体
は
部
分
の
偶
然
性
を
含
ま
な
い＊
＊。
こ
こ
に
お
い
て
連
続
の
原
理
は
完
全
で
あ
る
。

こ
の
原
理
に
関
し
て
カ
ン
ト
は
、
各
々
の
種
か
ら
他
の
各
々
の
種
へ
差
異
性
の
「
段
階
的
生
長
」stufenartiges 

W
achstum

 

に
よ
る
連
続
的
推
移
と
い
い
、
そ
の
と
き
一
切
の
多
様
は
唯
一
の
最
高
の
類
か
ら
次
第
に
拡
張
さ
れ

た
限
定
の
あ
ら
ゆ
る
度
を
通
じ
て
「
派
生
す
る
」abstam

m
en 

と
い
っ
て
い
る＊
＊
＊。
か
よ
う
に
し
て
合
目
的
性
の
論

理
は
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
直
観
的
悟
性
の
論
理
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。前
に
引
用
し
た
如
く
彼
は
、

「
認
識
の
全
体
の
形
式
に
関
す
る
理
念
は
部
分
の
定
ま
っ
た
認
識
に
先
行
し
、
各
部
分
に
他
の
部
分
に
対
す
る
そ

の
位
置
と
関
係
を
先
験
的
に
規
定
す
る
諸
制
約
を
含
む
」、
と
い
っ
て
い
る
。
合
目
的
性
の
論
理
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

論
理
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　K

ritik der reinen Vernunft, B
 682.

＊
＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 77.

＊
＊
＊
　K

ritik der reinen Vernunft, B
 686.

し
か
し
カ
ン
ト
の
論
理
は
も
と
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
と
は
同
じ
で
な
い
。
カ
ン
ト
は
理
念
に
関
し
て
「
理
性

の
仮
設
的
使
用
」hypothetischer G

ebrauch der Vernunft 
を
の
み
認
め
た
。
即
ち
純
粋
理
性
の
概
念
と
し
て
の
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理
念
は
、
我
々
の
認
識
に
と
っ
て
構
成
的 konstitutiv 

で
な
く
、
単
に
規
制
的 regulativ 

で
あ
り
得
る
に
止
ま

っ
て
い
る
。
純
粋
理
性
批
判
に
お
い
て
理
性
の
仮
設
的
使
用
と
い
う
も
の
は
、
判
断
力
批
判
に
お
い
て
合
目
的
性

が
規
定
的
判
断
力
に
で
は
な
く
反
省
的
判
断
力
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
の
に
当
っ
て
い
る
。
即
ち
合
目
的
性
は
反
省

的
判
断
力
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
自
然
認
識
に
と
っ
て
構
成
的
原
理
で
は
な
く
規
制
的
原
理
で
あ
り
、
従
っ
て

発
見
的
原
理 heuristisches Prinzip 

で
あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
自
然
の
合
目
的
性
或
い
は
自
然
の
技

術
は
発
見
的
原
理
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
述
べ
た
後
、「
か
く
の
如
き
研
究
は
純
粋
理
性
の
批
判
の
一
部
分
と
し
て
そ

の
体
系
に
属
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
。＊

判
断
力
批
判
と
純
粋
理
性
批
判
の
間
に
密
接
な
聯
関
が
存
在
す
る
こ
と
は

明
瞭
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
果
た
し
て
自
然
の
合
目
的
性
は
カ
ン
ト
の
考
え
る
如
く
単
に
規
制
的
で
あ
っ
て
、
決
し

て
構
成
的
で
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
の
経
験
的
認
識
は
む
し
ろ
こ
の
も
の
を
も
構
成
的
と
し
て
要
求
す
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
既
に
掲
げ
た
如
く
、
カ
ン
ト
は
類
の
論
理
的
原
理
は
先
験
的
な
同
質
性
の
原
理
を
前
提
す
る

と
考
え
た
。
自
然
の
経
験
的
認
識
に
形
式
論
理
が
適
用
さ
れ
得
る
と
い
う
以
上
、
そ
の
根
柢
に
は
合
目
的
性
或
い

は
「
自
然
の
体
系
性
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
し
か
も
構
成
的
原
理
と
し
て
、
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。「
特
殊
的
な
法
則
が
よ
り
一
般
的
な
法
則
の
下
に
立
ち
、
原
理
が
節
約
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

単
に
理
性
の
経
済
的
原
則
で
は
な
く
、
自
然
の
内
的
な
法
則
」
で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
い
か
に
純
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粋
悟
性
の
一
般
的
法
則
が
、
い
か
に
範
疇
並
び
に
空
間
及
び
時
間
の
先
験
的
形
式
が
、
経
験
の
対
象
を
制
約
し
構

成
す
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
も
の
が
更
に
特
殊
的
な
法
則
に
お
い
て
、
内
容
的
関
係
に
お
い
て
も
、

合
致
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
は
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
多
様
の
迷
宮
」
の
中
に
残
さ
れ
、
為
す
と
こ
ろ
を
知

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
自
然
は
お
よ
そ
把
握
さ
れ
得
ず
、
い
な
一
般
に
可
能
で
な
く
、
リ
ー
プ
マ
ン
の
語

を
借
り
る
と
、「
把
握
し
得
ざ
る
混
乱
」unbegreiflicher W

irrw
arr 

で
あ
る
で
あ
ろ
う
。「
自
然
を
把
握
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
科
学
は
、
自
然
が
把
握
さ
れ
得
る
と
い
う
前
提 Voraussetzung ihrer B

egreiflichkeit 

か
ら
出

立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
は
い
っ
た
。
し
か
る

に
自
然
は
、
個
々
の
も
の
が
い
か
に
時
間
空
間
並
び
に
範
疇
の
規
定
の
下
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
内
容
的
に
互

い
に
全
く
無
縁
で
あ
り
、
異
質
的
で
あ
る
場
合
、
把
握
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
然
が
把
握
さ
れ
得
る
も
の
で

あ
る
た
め
に
は
、
合
目
的
性
は
構
成
的
原
理
の
意
味
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ラ
シ
ェ
リ
エ
は
『
帰
納
法
の
基

礎
』の
中
で
、帰
納
法
の
原
理
は
二
つ
の
区
別
さ
れ
る
法
則
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
考
え
た＊
＊。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
す
る
も
の
の
存
在
が
後
続
す
る
も
の
の
存

在
を
決
定
す
る
の
で
あ
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
理
念
が
諸
部
分
の
存
在
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
他
の
現
象
を
こ
れ
に
先
行
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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
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
い
う
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
帰

納
法
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
因
果
性
と
同
じ
く
合
目
的
性
が
構
成
的
原
理
の
意
味
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
類
の
論
理
的
原
理
が
自
然
へ
適
用
さ
れ
得
る
た
め
に
は
先
験
的
な
同
質
性
の
原
理
が
前
提
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
が
、
帰
納
法
が
自
然
へ
適
用
さ
れ
得
る
た
め
に
は
自
然
の
体
系
的
合
目
的
性
が
予
想
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ミ
ル
が
帰
納
法
の
基
本
的
要
請
と
考
え
た
自
然
の
斉
一 uniform

ity of nature 

と
い
う
も
の
は

自
然
の
体
系
的
合
目
的
性
の
原
理
を
抽
象
化
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
与
え
ら
れ
た
特
殊
的

な
も
の
に
対
し
て
一
般
的
な
も
の
を
求
め
る
こ
と
が
反
省
的
判
断
力
の
作
用
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
同
じ
よ
う
に

帰
納
法
は
与
え
ら
れ
た
特
殊
的
な
も
の
か
ら
一
般
的
な
も
の
へ
行
く
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
経
験
的
認
識
は
比
較

に
始
ま
る
と
い
い
得
る
。個
々
の
知
覚
さ
れ
た
も
の
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
の
経
験
的
概
念
は
作
ら
れ
、

特
殊
的
な
経
験
的
法
則
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
一
般
的
な
経
験
的
法
則
は
見
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
カ

ン
ト
は
自
然
の
合
目
的
性
は
前
提
と
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
比
較
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
て
い
る＊
＊
＊。
か

よ
う
に
し
て
合
目
的
性
は
単
に
美
的
判
断
或
い
は
有
機
体
の
認
識
の
基
礎
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
経
験
的
認
識
の
基
礎
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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験

＊
　Erste Einleitung, II.

＊
＊
　I. Lachelier, D

u fondem
ent de l’induction.

＊
＊
＊
　Erste Einleitung, V.

一
八

し
か
し
な
が
ら
た
だ
右
の
よ
う
に
解
す
る
の
み
で
は
カ
ン
ト
の
立
場
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
と
同
じ
に
解
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
来
た
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
性
概
念
と
し
て
の

体
系
の
理
念
が
直
観
的
悟
性
の
論
理
的
構
造
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
構
成
的
意
味
を
有
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
性
の
論
理
は
直
観
的
悟
性
の
論
理
で
あ
り
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
単
に
規
制
的
と
考
え
ら
れ
た
も
の
が
彼
に
お
い
て
は
構
成
的
と
な
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

哲
学
に
お
い
て
は
「
体
系
」
の
理
念
が
根
本
的
に
構
成
的
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
判
断
力
批
判
の
立
場
は
も
と
よ
り

ヘ
ー
ゲ
ル
の
立
場
と
同
じ
で
あ
り
得
な
い
。
カ
ン
ト
は
一
方
目
的
論
に
重
要
な
意
味
を
認
め
つ
つ
、
他
方
比
量
的

悟
性
の
立
場
を
持
し
、
直
観
的
悟
性
の
形
而
上
学
に
陥
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
目
的
論
は
や
が
て
再
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び
取
り
上
げ
て
論
ず
る
如
く
直
観
的
悟
性
の
論
理
を
含
ん
で
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
判
断
力
批
判
に
お
け
る
カ
ン

ト
の
立
場
は
、
悟
性
（
比
量
的
悟
性
）
の
論
理
と
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
理
性
（
直
観
的
悟
性
）
の
論
理
に
立
っ
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
我
々
の
認
識
能
力
の
秩
序
に
お
い
て
判
断
力
は
悟
性
と
理
性
と
の

間
の
中
間
者 M

ittelglied 

の
地
位
を
占
め
る
と
い
っ
た
が
、
反
省
的
判
断
力
の
論
理
は
か
よ
う
に
中
間
の
論
理

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
か
く
の
如
き
論
理
は
、
カ
ン
ト
の
如
く
、
悟
性
の
原
理
が
構
成
的
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
反
省
的
判
断
力
の
原
理
は
単
に
規
制
的
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

既
に
論
じ
た
よ
う
に
経
験
的
認
識
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
自
然
の
合
目
的
性
の
構
成
的
原
理
で
あ
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
目
的
論
と
因
果
論
と
の
統
一
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
シ
ェ
リ
エ

は
帰
納
法
の
基
礎
と
し
て
因
果
性
の
法
則
と
合
目
的
性
の
法
則
と
を
考
え
た
が
、
そ
れ
ら
二
つ
の
法
則
は
自
然
の

内
的
な
法
則
と
し
て
互
い
に
孤
立
し
て
存
在
す
る
の
で
な
く
、
統
一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に

し
て
反
省
的
判
断
力
の
論
理
は
も
と
構
想
力
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
考
え
る
。
構
想
力
の
論
理
は

悟
性
の
論
理
と
理
性
の
論
理
と
の
い
わ
ば
中
間
に
位
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
中
間
的
で
な
く
、
む
し
ろ
両
者

よ
り
も
根
源
的
な
論
理
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
は
悟
性
の
形
式
論
理
は
も
と
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
理
性
の
弁

証
法
の
論
理
も
す
で
に
形
式
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
の
反
省
的
判
断
力
の
論
理
は
如
何
に
し
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て
構
想
力
の
論
理
に
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
如
何
に
し
て
構
想
力
の
論
理
に
発
展
さ
せ
ら
れ
得
る
で
あ

ろ
う
か
。
我
々
は
先
ず
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

カ
ン
ト
は
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
し
ば
し
ば「
親
和
」Affinität

（Verw
andtschaft

）

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
例
え
ば
彼
は
い
う
、「
経
験
的
法
則
の
あ
の
心
配
に
な
る
際
限
の
な
い
不
同
性
及
び

自
然
の
自
然
形
態
の
異
質
性
が
供
せ
ら
れ
な
い
で
、
む
し
ろ
そ
れ
は
よ
り
一
般
的
な
法
則
の
下
に
お
け
る
特
殊
的

な
法
則
の
親
和
に
よ
っ
て
、
経
験
的
体
系
と
し
て
の
経
験
に
属
す
る
資
格
を
具
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
主
観

的
に
必
然
的
な
先
験
的
前
提
で
あ
る
。」
―
―
純
粋
理
性
批
判
に
お
い
て
は
あ
の
連
続
の
原
理
は
親
和
の
原
理
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
。
―
―
し
か
る
に
特
殊
的
な
法
則
の
親
和
乃
至
ま
た
特
殊
的
な
自
然
形
態
の
親
和
と
い
う
も
の

は
、純
粋
理
性
批
判
の
先
験
的
演
繹
論
に
お
け
る
あ
の
「
現
象
の
親
和
」A

ffinität der Erscheinungen 

と
か
「
多

様
な
も
の
の
親
和
」
と
か
い
う
も
の
を
想
い
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
「
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
親
和

は
先
験
的
に
規
則
に
基
づ
け
る
構
想
力
に
お
け
る
綜
合
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
」、
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
。＊

そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
判
断
力
批
判
に
い
う
特
殊
的
な
法
則
の
親
和
乃
至
ま
た
特
殊
的
な
自
然
形
態
の
親
和
も
何
等

か
構
想
力
に
お
け
る
綜
合
を
予
想
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
構
想
力
に
お
け
る
綜
合
は
内
容
的
な
多
様
性
を
滅

す
こ
と
の
な
い
綜
合
と
し
て
、
体
系
の
理
念
が
同
質
性
の
原
理
と
共
に
要
求
す
る
あ
の
特
殊
化
或
い
は
多
様
性
の
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原
理
に
適
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
同
質
性
と
同
時
に
多
様
性
が
存
し
な
い
な
ら
ば
満
足
し
な
い
と
い
う
の
が
構
想

力
の
本
性
で
あ
る
。
純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
意
識
一
般
の
抽
象
的
な
立
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
主

観
的
な
現
象
の
親
和
と
い
う
も
の
は
、
反
省
的
判
断
力
の
具
体
的
な
立
場
に
お
い
て
む
し
ろ
客
観
的
に
自
然
の
技

術
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
尤
も
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
自
然
の
技
術
は
単
な
る
規
制
的
原
理

と
し
て
主
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
し
か
し
抽
象
的
な
立
場
に
お
い
て
主
観
的

な
も
の
が
具
体
的
な
立
場
に
お
い
て
は
却
っ
て
客
観
的
で
あ
り
、
具
体
的
な
立
場
に
お
い
て
客
観
的
な
も
の
は
抽

象
的
な
立
場
に
お
い
て
は
む
し
ろ
主
観
的
で
あ
る
。
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
は
カ
ン
ト
に
依
る
と
自
然
の
技
術

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
い
う
、「
だ
か
ら
反
省
的
判
断
力
は
与
え
ら
れ
た
現
象
に
対
し
て
、
そ
れ
を
一
定
の
自
然
物

の
経
験
的
概
念
の
下
に
も
た
ら
す
た
め
に
、図
式
的 schem

atisch 

に
で
は
な
く
技
術
的 technisch 

に
作
用
す
る
、

い
わ
ば
単
に
機
械
的 m
echanisch 

に
、
悟
性
と
感
性
に
導
か
れ
る
道
具
の
如
く
作
用
す
る
の
で
は
な
く
、
芸
術

的 künstlich 

に
、
い
わ
ば
我
々
の
判
断
力
に
都
合
よ
く
、
自
然
の
特
殊
的
な
法
則
が
一
つ
の
体
系
と
し
て
の
経

験
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
体
系
に
お
け
る
自
然
の
合
目
的
的
秩
序
の
一
般
的
な
し
か
し
同
時
に

不
定
の
原
理
に
従
っ
て
、
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
従
っ
て
判
断
力
そ
の
も
の
は
先
験
的
に
自
然
の
技
術
を
そ

の
反
省
の
原
理
と
す
る
の
で
あ
る
。＊
＊」
ま
た
曰
く
、「
判
断
力
は
本
来
技
術
的
で
あ
る
。
自
然
は
た
だ
判
断
力
の
か
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か
る
作
用
に
合
致
し
、
そ
れ
を
必
然
的
な
ら
し
め
る
限
り
に
お
い
て
技
術
的
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
＊
＊
＊」

し
か
る
に
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
が
判
断
力
の
単
な
る
反
省
の
原
理
に
止
ま
り
得
ず
、
構
成
的
意
味
を
有
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
既
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
判
断
力
は
図
式
的
に
で
は
な
く
技
術
的
に
作
用
す
る
と
い

う
が
、
か
か
る
判
断
力
は
反
省
的
判
断
力
で
あ
っ
て
、
規
定
的
判
断
力
が
図
式
的
に
作
用
す
る
こ
と
は
純
粋
理
性

批
判
の
先
験
的
図
式
論
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。判
断
力
批
判
第
一
序
論
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
、

「
一
般
に
経
験
概
念
（
特
殊
的
な
経
験
的
規
定
を
有
せ
ざ
る
）
が
そ
の
下
に
お
い
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ

の
一
般
的
な
自
然
概
念
に
関
し
て
は
、
反
省
は
自
然
一
般
の
概
念
に
お
い
て
、
言
い
換
え
る
と
悟
性
に
お
い
て
既

に
そ
の
指
示
を
有
し
、
判
断
力
は
反
省
の
特
殊
な
原
理
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
も
の
を
先
験
的
に
図
式
化
し

て
こ
の
図
式
を
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
綜
合
に
適
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
綜
合
な
く
し
て
は
如
何
な
る
経
験
判

断
も
可
能
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
判
断
力
は
こ
の
場
合
そ
の
反
省
に
お
い
て
同
時
に
規
定
的
で
あ
り
、
そ
の
先
験
的

図
式
論
は
そ
れ
に
と
っ
て
同
時
に
、
与
え
ら
れ
た
経
験
的
直
観
が
そ
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
規
則
と
し
て
役
立
つ
の

で
あ
る
。」
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
規
定
的
判
断
力
は
図
式
的
で
あ
り
、
反
省
的
判
断
力
は
技
術
的

で
あ
る
。
し
か
る
に
前
に
論
じ
た
如
く
、
先
験
的
図
式
論
は
根
源
的
に
は
判
断
力
に
で
は
な
く
構
想
力
に
属
し
て

い
る
。
規
定
的
判
断
力
の
図
式
論
は
生
産
的
構
想
力
の
根
源
的
な
作
用
を
意
識
一
般
の
抽
象
的
な
立
場
に
お
い
て



四
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反
省
し
形
式
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
カ
ン
ト
は
先
験
的
図
式
論
の
中
で
図
式
論
を
「
人
間
の
心
の
深
み
に
お

け
る
隠
れ
た
術
」eine verborgene K

unst in den Tiefen der m
enschlichen Seele 

と
称
し
て
い
る
が
、
か
か
る

隠
れ
た
術
は
判
断
力
批
判
に
お
け
る
自
然
の
技
術
に
お
い
て
客
観
的
に
明
る
み
に
出
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
技
術
は
決
し
て
何
等
図
式
的
で
な
い
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
自
然
の
技
術
も
或
る

意
味
に
お
い
て
図
式
的
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
先
験
的
図
式
の
如
く
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
て Typus

（
型
）

と
も Stil

（
様
式
）
と
も
考
え
得
る
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
の
技
術
も
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
技
術
と

同
じ
く
、
む
し
ろ
他
の
あ
ら
ゆ
る
技
術
の
原
型
と
し
て
、
構
想
力
に
属
す
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う＊
＊
＊
＊。
す
べ
て
の

技
術
は
特
殊
的
な
も
の
と
一
般
的
な
も
の
と
の
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
と

物
質
的
な
も
の
と
の
、
自
由
と
必
然
と
の
、
目
的
論
と
因
果
論
と
の
綜
合
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
自
然
の
技
術
を
単

に
合
目
的
性
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
元
来
因
果
性
と
合
目
的
性
と
の
綜
合
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
も
の
と

し
て
構
想
力
に
属
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。判
断
力
批
判
に
お
け
る
問
題
は
実
に
か
く
の
如
き
問
題
で
あ
っ
た
。

す
べ
て
の
技
術
は
生
産
的
な
綜
合
と
し
て
そ
の
綜
合
を
具
体
的
に
形
に
お
い
て
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
構
想
力
の

論
理
は
単
な
る
綜
合
の
論
理
で
な
く
、
ま
た
形
の
論
理
で
あ
る
。
形
及
び
形
に
お
け
る
統
一
は
包
摂
の
能
力
と
見

ら
れ
る
判
断
力
に
属
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
カ
ン
ト
が
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
の
中
に
考
え
た
の
は
単
に
特
殊
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経
験

的
な
経
験
的
法
則
の
み
で
な
く
具
体
的
な
「
自
然
形
態
」N

aturform
en 

で
あ
る
。
経
験
的
法
則
と
い
う
も
の
も

先
験
的
法
則
の
如
く
単
に
形
式
的
な
も
の
で
な
く
、
経
験
的
な
内
容
的
な
法
則
と
し
て
、
よ
り
一
般
的
な
も
の
で

あ
る
に
し
て
も
自
然
の
形
を
現
し
て
い
る
。
判
断
力
批
判
に
お
い
て
類
と
か
種
と
か
い
う
も
の
も
単
に
形
式
論
理

的
に
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
然
の
形
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
合
目
的
性
の
論
理
は
形
の
論
理
で

あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
が
自
然
形
態
と
し
て
考
え
た
の
は
特
に
有
機
体
で
あ
っ
た
。
こ
の
も
の

は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
一
種
の
合
目
的
性
を
含
ん
で
い
る
。
我
々
は
か
か
る
有
機
体
の
問
題
、
ま
た
翻
っ
て
美
的

合
目
的
性
の
問
題
と
自
然
の
技
術
と
の
聯
関
を
更
に
詳
し
く
究
め
、
進
ん
で
道
徳
的
目
的
論
と
の
聯
関
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、反
省
的
判
断
力
の
問
題
が
如
何
に
し
て
構
想
力
の
論
理
に
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、

そ
し
て
こ
の
も
の
が
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
悟
性
の
論
理
と
理
性
の
論
理
と
の
中
間
の
論
理
で
あ
り
、
か
か
る

も
の
と
し
て
そ
れ
が
如
何
な
る
論
理
的
構
造
を
有
し
、
ま
た
こ
の
も
の
が
如
何
な
る
点
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
目
的

論
の
論
理
的
構
造
と
異
な
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

＊
　
本
書〔
第
四
章
〕第
十
節（
一
〇
七
、一
〇
八
頁
）〔
本
巻
三
六
四
、三
六
五
頁【「
現
象
の
あ
ら
ゆ
る
聯
合
」以
下
】〕参
照
。

＊
＊
　Erste Einleitung, V.

＊
＊
＊
　a. a. O

., V
II.
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＊
＊
＊
＊
　
拙
著
『
構
想
力
の
論
理
　
第
一
』
に
お
け
る
技
術
の
章
〔
本
巻
第
三
章
〕
並
び
に
拙
著
『
技
術
哲
学
』〔
全

集
第
七
巻
収
録
〕
参
照
。

一
九

カ
ン
ト
は
自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
を
自
然
の
技
術
と
称
し
た
。
自
然
の
技
術
と
し
て
見
ら
れ
た
自
然

は
彼
の
言
葉
に
依
る
と
「
芸
術
と
し
て
の
自
然
」N

atur als K
unst 

で
あ
る
。
芸
術
は
技
術
の
一
種
で
あ
り
、
自

然
の
技
術
と
芸
術
と
の
間
に
は
或
る
類
比
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
自
然
を
形
式
的
論
理
的
合
目
的

性
に
従
っ
て
考
察
す
る
こ
と
は
自
然
を
「
芸
術
と
の
類
比
に
お
い
て
」nach der A

nalogie m
it einer K

unst 

考

察
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
尤
も
彼
は
自
然
の
技
術
を
自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
と
し
て
主
観

的
な
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
っ
て
、
自
然
を
芸
術
と
の
類
比
に
お
い
て
考
察
す
る
場
合
、
自
然
は
「
対
象
に
対
す

る
客
観
的
な
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
我
々
の
認
識
能
力
に
対
す
る
主
観
的
な
関
係
に
お
い
て
判
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
」＊

か
か
る
主
観
的
な
も
の
と
し
て
自
然
の
技
術
は
美
的
合
目
的
性
に
一
致
す
る
。
し
か
し
自
然
の
技
術
は

単
に
主
観
的
な
も
の
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
芸
術
に
お
け
る
技
術
は
客
観
的
に
物
を
作
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
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経
験

は
有
機
体
に
つ
い
て
「
有
機
的
技
術
」organische Technik 

を
考
え
た
。
こ
れ
は
自
然
の
技
術
に
属
し
、
こ
の

場
合
自
然
の
技
術
は
「
造
形
的
」plastisch 

と
呼
ば
れ
得
る
と
彼
は
い
っ
て
い
る＊
＊。
有
機
体
は
造
形
的
な
自
然
の

技
術
の
産
物
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
け
る
「
自
然
形
態
」N

aturform
en 

で
あ
る
。
そ
し
て

カ
ン
ト
に
依
る
と
有
機
体
は
「
自
然
目
的
」N

aturzw
eck 

で
あ
っ
て
、自
然
の
内
面
的
客
観
的
合
目
的
性
で
あ
る
。

か
く
て
先
ず
少
な
く
と
も
有
機
体
が
自
然
の
内
面
的
客
観
的
合
目
的
性
と
い
わ
れ
る
限
り
の
意
味
に
お
い
て
自
然

の
技
術
は
有
機
的
技
術
と
し
て
内
面
的
客
観
的
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
自
然
の
形
式
的

論
理
的
合
目
的
性
と
自
然
の
内
面
的
合
目
的
性
と
は
本
来
合
致
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
自
然
の
技

術
と
し
て
自
然
を
見
る
こ
と
は
芸
術
と
の
類
比
に
お
い
て
自
然
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
普
通
に
は
カ

ン
ト
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
有
機
体
は
し
ば
し
ば
「
芸
術
の
類
比
物
」A

nalogon der K
unst 

と
見
ら
れ
て
い
る
。

有
機
体
が
芸
術
と
の
類
比
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
逆
に
芸
術
が
有
機
体
と
の
類
比
に
お
い
て

考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
類
比
の
論
理
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

翻
っ
て
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
と
美
的
合
目
的
性
と
の
聯
関
を
一
層
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
進
ん
で
自
然
の

論
理
的
合
目
的
性
と
自
然
の
客
観
的
合
目
的
性
即
ち
有
機
体
と
の
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
も
、
必
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
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＊
　Erste Einleitung in die K

ritik der U
rteilskraft,.

＊
＊
　Loc. cit., IX

.

今
日
普
通
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
「
類
推
」
と
訳
さ
れ
て
、
論
拠
の
薄
弱
な
、
従
っ
て
論
理
的
価
値
に
乏
し
い
推
理

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
歴
史
的
に
見
る
と
、
そ
れ
は
古
代
及
び
中
世
の
哲
学
に
お
い
て
極
め
て
重
要

な
地
位
を
占
め
て
い
た
論
理
で
あ
る
。＊

そ
れ
が
現
代
に
お
い
て
低
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
本

来
の
存
在
論
的
根
柢
か
ら
離
れ
て
形
式
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
結
果
で
あ
る
。
類
比
は
も
と analogia

（ajnajlogoV, 
ajnalogiva

）
と
い
う
語
の
示
す
如
く
下
か
ら
上
へ
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
下
か
ら
上
へ
の
ロ
ゴ
ス
と
い
う
意

味
で
帰
納
法
に
類
似
し
て
い
る
。
現
代
の
論
理
学
教
科
書
に
類
比
は
帰
納
法
に
似
て
し
か
も
真
の
帰
納
法
で
な
い

推
理
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
帰
納
法
は
与
え
ら
れ
た

特
殊
的
な
も
の
に
対
し
て
一
般
的
な
も
の
を
見
出
す
反
省
的
判
断
力
に
合
致
す
る
が
、
同
じ
よ
う
に
類
比
に
よ
る

推
理
は
反
省
的
判
断
力
に
属
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
カ
ン
ト
は
『
論
理
学
』
の
中
で
、
帰
納
と
類

比
は
反
省
的
判
断
力
の
二
つ
の
推
理
方
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。「
判
断
力
は
、
特
殊
的
な
も
の
か
ら
一
般
的

な
も
の
に
進
み
、
か
よ
う
に
し
て
経
験
か
ら
、
従
っ
て
先
験
的
に
で
は
な
く
（
経
験
的
に
）
一
般
的
判
断
を
引
き

出
す
た
め
に
、
一
つ
の
種
の
多
く
の
物
か
ら
一
切
の
物
へ
推
理
す
る
か
、
或
い
は
同
種
の
物
が
そ
れ
に
お
い
て
一
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経
験

致
す
る
多
く
の
規
定
や
性
質
か
ら
、
そ
れ
ら
が
同
一
の
原
理
に
属
す
る
限
り
、
爾
余
の
規
定
や
性
質
へ
推
理
す
る
。

―
―
前
の
推
理
方
法
は
帰
納
に
よ
る
推
理
と
呼
ば
れ
る
。―
―
後
の
推
理
方
法
は
類
比
に
よ
る
推
理
と
呼
ば
れ
る
。＊
＊」

と
こ
ろ
で
既
に
論
じ
た
如
く
自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
は
帰
納
法
の
基
礎
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま

た
類
比
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
寧
ろ
こ
の
も
の
の
基
礎
と
し
て
本
来
の
意
味
を
有
す
る
と
い
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
類
比
は
多
の
中
に
一
を
求
め
る
こ
と
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
論
理
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ

の
さ
い
多
を
消
し
多
を
離
れ
て
一
を
求
め
る
の
で
な
く
、
多
を
そ
の
ま
ま
認
め
な
が
ら
多
の
中
に
一
を
求
め
る
と

い
う
点
に
お
い
て
特
色
を
有
し
て
い
る
。
悟
性
の
形
式
論
理
は
多
様
な
特
殊
的
な
も
の
を
分
析
し
て
共
通
の
も
の

を
抽
出
し
、
こ
れ
を
一
般
概
念
と
し
て
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
特
殊
的
な
も

の
の
多
様
性
は
消
さ
れ
て
し
ま
い
、
一
般
概
念
は
多
様
な
特
殊
的
な
も
の
の
外
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
る
に
類
比
に
お
い
て
は
多
様
な
も
の
が
そ
の
多
様
性
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
現
代
の
論
理
学
教
科
書
に
類
推

は
或
る
特
殊
的
な
場
合
か
ら
他
の
特
殊
的
な
場
合
を
推
理
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
或
る
特
殊
的
な
も
の
か
ら
他
の
特
殊
的
な
も
の
を
推
理
す
る
こ
と
は
多
の
中
に
一
を
求
め
る
こ
と
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
の
さ
い
多
が
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
要
求
は

一
つ
の
形
式
論
理
的
な
類
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
許
さ
な
い
存
在
の
間
に
現
れ
る
。
そ
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れ
は
例
え
ば
中
世
に
お
け
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
重
要
な
主
題
で
あ
っ
た
神
と
被
造
物
と
い
う
如
き
異
な
る
秩
序
の
も

の
の
間
に
お
い
て
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う＊
＊
＊。

芸
術
と
有
機
体
と
の
間
に
類
比
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

か
く
の
如
き
関
係
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
悟
性
の
論
理
に
よ
る
統
一
が
同
種
の
も
の
の
統
一
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
類
比
に
よ
る
統
一
は
む
し
ろ
異
種
の
も
の
の
統
一
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
統
一
に
お
い
て
は
異
な
る

も
の
の
互
い
に
異
な
る
こ
と
が
抹
殺
さ
れ
な
い
で
そ
の
ま
ま
前
面
に
現
れ
て
い
る
。
多
は
多
で
あ
る
こ
と
を
や
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
一
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
多
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
で
あ
る
の
で
あ
る
。
異
種
の
も
の

と
は
単
に
異
な
る
秩
序
に
属
す
る
の
み
で
な
く
、
一
般
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
な
も
の
を
意
味
す
る
。
独
立
な
も
の
と

は
個
別
的
な
全
体
性
と
し
て
分
割
を
許
さ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
私
が
形
と
い
う
の
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
多

様
な
形
の
多
様
性
に
お
け
る
統
一
は
帰
納
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、む
し
ろ
類
比
の
論
理
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。

帰
納
と
類
比
と
は
共
に
下
か
ら
上
へ
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
に
し
て
も
、
前
者
は
多
を
消
し
て
多
の
外
に
一
を
求
め
る

の
に
反
し
て
、
後
者
は
多
を
認
め
な
が
ら
多
の
中
に
一
を
求
め
る
点
に
お
い
て
性
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
類
比

は
不
完
全
な
帰
納
法
と
い
う
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
帰
納
法
よ
り
も
具
体
的
な
論
理
で
あ
る
。
類
比
の
論
理

の
基
礎
は
自
然
の
技
術
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
自
然
の
技
術
は
形
の
論
理 Logik der Form

 

を
現
す
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
自
然
は
単
な
る
自
然
で
な
く
、
歴
史
的
自
然
で
あ
る
。
自
然
も
技
術
的
な
も
の
と
し
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て
歴
史
的
で
あ
る
。
形
の
論
理
は
も
と
構
想
力
の
論
理
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
い
う
自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的

性
は
具
体
的
に
は
形
の
論
理
と
し
て
構
想
力
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
反
省
的
判
断
力

の
技
術
が
自
然
の
技
術
の
基
礎
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
自
然
の
技
術
の
基
礎
は
む
し
ろ
構
想
力
の
技
術
で
あ

っ
て
、
反
省
的
判
断
力
は
か
よ
う
な
生
産
的
構
想
力
に
対
し
て
既
に
ま
さ
に
「
反
省
的
」
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ

る
。
構
想
力
の
論
理
は
も
と
行
為
的
直
観
の
論
理
で
あ
る
。
反
省
的
判
断
力
の
二
つ
の
推
理
方
法
と
考
え
ら
れ
た

帰
納
と
類
比
と
に
お
い
て
、
前
者
は
よ
り
多
く
悟
性
の
論
理
に
、
後
者
は
よ
り
多
く
構
想
力
の
論
理
に
接
近
す
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　
山
内
得
立
博
士
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
思
想
の
位
置
」（『
体
系
と
展
相
』）、
ま
た Erich Przyw

ara, A
nalogia entis, 

1932. 

等
参
照
。

＊
＊
　Logik, H

rsg. v. Jäsche, § 84.

＊
＊
＊
　
例
え
ば
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー
ト
ゥ
ス
に
お
い
て
は
、
一
な
る
神
と
多
な
る
被
造
物
と
は
全
く
異
な
り
な
が
ら

同
時
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
が
、
か
か
る
一
と
多
と
の
関
係
は
類
比
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。
彼
の
い
う
「
形

而
上
学
的
類
」 genus m

etaphysicum
 

は
多
に
お
け
る
一
、一
に
お
け
る
多
を
現
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
礎
は
類

比
の
論
理
で
あ
る
。V

gl. M
artin H

eidegger, D
ie K

ategorien-und B
edeutungslehre des D

uns Scotus, 1916 S. 
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70ff.
カ
ン
ト
自
身
、
自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
を
形
の
論
理
の
方
向
に
考
え
て
い
た
。
彼
は
自
然
の
形
式
的

論
理
的
合
目
的
性
或
い
は
自
然
の
特
殊
化
を
「
多
様
な
も
の
の
分
類
」K

lassifikation des M
annigfaltigen 

の
原

理
と
看
做
し
た
。
か
よ
う
な
分
類
は
シ
ュ
タ
ッ
ト
レ
ル
の
解
し
た
如
く
広
義
に
お
け
る
形
態
学 M

orphologie 

に

お
い
て
具
体
的
に
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
い
わ
ゆ
る
自
然
的
分
類 natürliche K

lassifikation 

に
よ

る
自
然
的
体
系 natürliches System

 

が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
分
類
の
基
礎
と
な
る
の
は
ク
ロ
ー

ネ
ル
に
依
る
と
法
則
の
概
念
に
対
す
る
種
の
概
念 A

rtbegriff 

で
あ
る
。「
生
物
学
的
経
験
は
種
の
概
念
に
よ
っ

て
初
め
て
一
般
に
可
能
に
な
る
。
従
っ
て
そ
の
形
は
あ
ら
ゆ
る
生
物
学
的
研
究
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
思
惟

手
段
で
あ
る
。」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。＊

法
則
の
概
念
が
構
成
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
種
の
概
念
は
分
類
的
で

あ
る
。
種
は
恰
も Species, ijdeva 

即
ち
形
と
し
て
構
成
的
な
法
則
性
に
分
解
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
分
類
の
基

礎
と
な
る
の
で
あ
る
。「
多
様
な
も
の
の
分
類
」
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
の
は
ク
ロ
ー
ネ
ル
の
言
葉
を
借
り
る
と

「
諸
々
の
法
則
の
体
系
」
で
は
な
く
「
諸
々
の
形
の
体
系
」System

 der Form
en 

で
あ
る
。
か
よ
う
な
体
系
は
具

体
的
に
は
「
自
然
形
態
」N

aturform
en

と
し
て
の
有
機
体
の
分
類
に
お
い
て
問
題
に
な
る
。
カ
ン
ト
が
純
粋
理

性
批
判
の
中
で
、
判
断
力
批
判
に
い
う
自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
の
概
念
に
相
応
す
る
と
こ
ろ
の
、
体
系
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の
理
念
を
論
じ
た
個
所
に
お
い
て
、「
生
物
の
連
続
的
階
段
」kontinuirliche Stufenleiter der G

eschöpfe 

に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う＊
＊。
か
よ
う
な
連
続
的
階
段
、
或
い
は
判
断
力
批
判
第
一
序
論
に

依
る
と
「
多
様
な
も
の
の
分
類
、
即
ち
そ
の
各
々
が
一
定
の
概
念
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
多
く
の
綱
目
の
相
互
の

比
較
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
共
通
の
徴
表
に
お
い
て
揃
っ
て
い
る
場
合
、
よ
り
高
い
綱
目
（
類
）
の
も
と
へ
の
そ

れ
ら
の
包
摂
、
か
く
し
て
最
後
に
全
体
の
分
類
の
原
理
を
自
己
の
う
ち
に
含
む
（
そ
し
て
最
高
の
類
を
形
作
る
）

概
念
に
ま
で
達
す
る
こ
と
」、
か
よ
う
な
体
系
は
従
来
、
一
つ
の
幹
か
ら
次
第
に
多
く
の
枝
に
分
化
発
展
し
て
ゆ

く
樹
の
形
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
自
然
の
特
殊
化
そ
の
も
の
が
有
機
的

な
体
系
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
依
る
と
目
的
論
は
「
自
然
科
学
」N

aturw
issenschaft 

或
い
は
「
自
然
の
理
論
」Theorie der N

atur 

に
属
す
る
の
で
は
な
い
、
こ
こ
で
は
ど
こ
ま
で
も
機
械
的
説
明

が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
自
然
の
産
物
に
お
い
て
自
然
の
目
的
を
樹
て
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
産
物
が
目

的
論
的
概
念
に
よ
る
体
系
を
形
作
る
限
り
、
本
来
た
だ
、
特
殊
な
手
引
き
に
従
っ
て nach einem

 besonderen 

Leitfaden 

作
ら
れ
る
自
然
記
述 N

aturbeschreibung 
に
属
し
て
い
る
。
＊
＊
＊」
自
然
記
述
は
形
態
学
で
あ
る
。
そ
の
特

殊
な
手
引
き
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
自
然
の
多
様
な
形
を
そ
の
多
様
性
に
お
い
て
統
一
し
て

ゆ
く
「
形
の
類
比
」A

nalogie der  Form
en 

に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
、「
か
か
る
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形
の
類
比
は
、
そ
れ
ら
の
形
が
あ
ら
ゆ
る
差
異
に
も
拘
ら
ず
共
通
の
原
型
に
従
っ
て einem

 gem
einschaftlichen 

U
rbilde gem

äss 

生
産
さ
れ
て
い
る
と
見
え
る
限
り
、
共
通
の
原
の
母 U

rm
utter 

【
人
類
最
初
の
母
】
か
ら
の
生
産

に
お
け
る
そ
れ
ら
の
事
実
上
の
親
近
性
の
推
定
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
」、
こ
の
原
の
母
か
ら
そ
れ
ら
は
「
一
つ

の
動
物
の
類
か
ら
他
の
類
へ
の
階
段
的
な
近
接
に
よ
っ
て
」
生
産
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る＊
＊
＊
＊。

し
か
し
形
の
論

理
の
本
来
の
領
域
は
自
然
で
は
な
く
歴
史
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
の
論
理
は
も
と
歴
史
の
論
理

で
あ
る
。
形
の
類
比
は
自
然
記
述
よ
り
も
む
し
ろ
歴
史
記
述
に
属
し
て
い
る
。
自
然
も
技
術
的
な
も
の
と
し
て
歴

史
的
な
も
の
と
見
ら
れ
得
る
限
り
、
或
い
は
い
わ
ば
「
習
慣
的
に
な
っ
た
歴
史
」
と
見
ら
れ
得
る
限
り
、
か
か
る

論
理
の
中
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

＊
　R

ichard K
roner, Zw

eck und G
esetz in der B

iologie, 1913, S. 100.

＊
＊
　K

ritik der reinen Vernunft, B
 696.

＊
＊
＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 79.

＊
＊
＊
＊
　Loc cit., § 80.

自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
と
内
面
的
客
観
的
合
目
的
性
と
の
関
係
は
有
機
体
の
構
造
の
分
析
に
お
い
て

一
層
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
は
自
然
の
全
体
を
一
つ
の
体
系
と
見
る
の
で
あ
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る
が
、
有
機
体
は
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
一
つ
の
体
系
を
形
作
っ
て
い
る
。
有
機
体
は
そ
れ
ぞ
れ
「
特
殊
的
な
諸
体

系
」besondere System

e 

と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
機
体
は
カ
ン
ト
に
依
る
と
自
然
目
的
で
あ
る
が
、
そ

の
こ
と
は
「
或
る
物
が
そ
れ
み
ず
か
ら
原
因
で
あ
っ
て
ま
た
結
果
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
樹
は

先
ず
類
の
見
地
に
お
い
て
自
己
が
自
己
の
原
因
で
あ
っ
て
ま
た
結
果
で
あ
る
。
一
つ
の
樹
は
同
じ
類
の
樹
か
ら
生

産
さ
れ
、
ま
た
同
じ
類
の
樹
を
生
産
す
る
。
か
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
類
の
見
地
か
ら
い
う
と
自
己
自
身
を
生
産
す

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
類
に
お
い
て
一
方
結
果
と
し
て
、
他
方
原
因
と
し
て
、
そ
れ
は
絶
え
ず
自
己
自
身
の
中
か

ら
生
産
し
て
き
た
と
共
に
、
ま
た
自
己
自
身
を
生
産
し
つ
つ
、
類
と
し
て
自
己
を
常
に
維
持
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

第
二
に
樹
は
個
体
と
し
て
も
自
己
自
身
を
生
産
す
る
。
樹
が
そ
の
生
長
に
お
い
て
自
己
に
附
加
し
て
ゆ
く
物
質

は
、
樹
が
こ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
自
己
以
外
の
自
然
的
機
械
的
関
係
の
供
給
し
得
ざ
る
種
別
的
に
特
有
な
性
質
の
も

の
に
加
工
す
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
組
成
上
か
ら
い
う
と
自
己
自
身
の
産
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
素
材
に
よ
っ
て

自
己
自
身
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
第
三
に
樹
の
部
分
は
そ
の
一
つ
の
部
分
の
維
持
が
他
の
部
分
の
維
持
と

交
互
に
依
存
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
ま
た
自
己
自
身
を
生
産
す
る
。
葉
は
樹
の
産
物
で
あ
る
が
、
逆
に
葉
は

樹
を
維
持
す
る
。
樹
の
一
つ
の
部
分
が
傷
け
ら
れ
る
と
他
の
部
分
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
、
そ
こ
に
「
自
然
の
自
己

救
済
」
を
見
る
こ
と
か
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
右
の
三
つ
の
点
に
お
い
て
有
機
体
は
自
己
が
自
己
に
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対
し
て
交
互
に
原
因
及
び
結
果
と
し
て
関
係
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
な
お
そ
れ
の
み
で
は
有
機
体
を
自

然
目
的
と
し
て
説
明
す
る
に
十
分
で
は
な
い
。
因
果
的
聯
関
は
単
に
悟
性
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
限
り
、「
絶
え

ず
下
向
す
る
」im

m
er abw

ärts 

系
列
を
形
作
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
自
己
が
結
果
と
し
て
、
他
の
も
の
を
原
因

と
し
て
前
提
す
る
も
の
は
、
同
時
に
交
互
的
に
こ
の
も
の
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
か
よ
う
な
因
果
的
聯

関
は
動
力
因
の
聯
関 nexus effectivus 

と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
目
的
に
よ
る
因
果
的
聯
関
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
系
列
と
し
て
見
る
と
「
下
向
的
と
同
時
に
上
向
的
に
も
」sow

ohl abw
ärts als aufw

ärts 

依

存
関
係
を
伴
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
ひ
と
た
び
結
果
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
上
向
的
に
、

自
己
が
そ
れ
の
結
果
で
あ
る
も
の
の
原
因
と
名
附
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
因
果
的
聯
関
は
目
的
因
の
聯

関 nexus finalis 

と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
有
機
体
は
目
的
原
因
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
が
、
更
に

そ
の
論
理
的
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
先
ず
「
自
然
目
的
と
し
て
の
物
に
は
、第
一
に
、部
分
が
（
そ

の
存
在
並
び
に
形
式
に
お
い
て
）た
だ
全
体
へ
の
関
係
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
そ
の
物
自
身
が
目
的
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己
の
う
ち
に
含
ま
る
べ
き
一
切
の
も
の
を
先
験
的
に
規
定
す

べ
き
一
つ
の
概
念
或
い
は
理
念
の
も
と
に
把
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」
し
か
し
こ
れ
の
み
で
は
有
機
体
の

合
目
的
性
の
内
面
的
な
合
目
的
性
で
あ
る
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
そ
こ
で
自
然
目
的
に
と
っ
て
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第
二
に
、
そ
の
部
分
が
交
互
的
に
彼
等
の
形
式
の
原
因
及
び
結
果
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
つ
の
全
体
の
統
一

に
結
合
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。」
か
く
て
簡
単
に
言
う
と
、
自
然
目
的
に
お
い
て
は
第
一
に
部
分

は
全
体
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
共
に
、
第
二
に
部
分
は
互
い
に
他
の
部
分
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
全
体
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
、「
か
く
の
如
き
自
然
の
産
物
に
お
い
て
は
、
各
々

の
部
分
は
、
た
だ
す
べ
て
の
他
の
部
分
を
通
じ
て
の
み
存
在
す
る
と
共
に
、
ま
た
他
の
部
分
及
び
全
体
の
為
に
存

在
す
る
も
の
、
即
ち
道
具
（
機
関O

rgan

）
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
の
み
で
は
十
分
で
な
く
、
…
…
む

し
ろ
各
々
の
部
分
は
他
の
部
分
を
（
従
っ
て
各
自
交
互
的
に
）
生
産
す
る
機
関
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」
こ

こ
に
お
い
て
有
機
体
（
自
然
の
内
面
的
客
観
的
合
目
的
性
）
と
体
系
（
自
然
の
形
式
的
論
理
的
合
目
的
性
）
の
理

念
と
の
関
聯
は
明
瞭
で
あ
る
。
有
機
体
は
そ
の
全
体
と
部
分
の
関
係
に
お
い
て
体
系
の
論
理
的
構
造
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
は
先
ず
全
体
に
お
い
て
形
の
同
一
性
の
原
理
を
、
次
に
諸
部
分
に
お
い
て
形
の
特
殊
化
の
原
理
を
、
更

に
全
体
と
部
分
と
の
相
互
的
生
産
に
お
い
て
形
の
連
続
性
の
原
理
を
現
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
形
式
的
合
目

的
性
の
原
理
は
ま
た
客
観
的
目
的
論
的
判
断
に
と
っ
て
先
験
的
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
〇
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そ
こ
で
次
の
問
題
は
、
有
機
体
の
合
目
的
性
は
因
果
性
と
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
有

機
体
に
お
け
る
目
的
論
と
自
然
の
因
果
性
に
お
け
る
機
械
論
と
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト

に
依
る
と
、因
果
性
は
自
然
認
識
の
根
本
原
理
で
あ
り
、自
然
研
究
は
機
械
論
を
基
礎
に
す
る
の
で
な
け
れ
ば
「
何

等
本
来
の
自
然
認
識
を
与
え
得
な
い
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
で
き
る
限
り
自
然
を
機
械
的
因
果
的
に
説
明

す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
自
然
の
も
ろ
も
ろ
の
生
産
に
お
い
て
自
然
の
機
械
論
を
除
外
す
る
こ
と

な
く
、
そ
れ
ら
の
説
明
に
お
い
て
自
然
の
機
械
論
を
看
過
し
な
い
こ
と
は
、
理
性
に
と
っ
て
限
り
な
く
重
要
な
事

柄
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
な
く
て
は
物
の
本
性
に
対
す
る
如
何
な
る
洞
察
も
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
い

ま
た
と
い
、或
る
最
高
の
建
築
師
が
自
然
の
諸
形
態
を
昔
か
ら
あ
る
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
直
接
に
制
作
し
た
と
か
、

或
い
は
そ
れ
ら
を
そ
の
過
程
に
お
い
て
連
続
的
に
同
じ
典
型
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
予
定
し
て
お
い

た
と
か
と
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
自
然
の
認
識
は
い
さ
さ
か
も
促
進
さ

れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。」＊

「
自
然
の
一
切
の
産
物
と
出
来
事
は
、
そ
の
最
も
合
目
的
的
な
も
の
で
さ
え
も
、
我
々

の
能
力
（
そ
の
制
限
は
こ
の
研
究
方
法
の
内
部
に
お
い
て
は
示
し
得
な
い
）
の
許
す
限
り
、
こ
れ
を
機
械
的
に
説

明
す
る
こ
と
」
は
我
々
の
自
然
研
究
の
任
務
で
あ
る
。「
実
際
ま
た
自
然
の
理
論
、
即
ち
自
然
の
現
象
の
そ
の
動
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力
因
に
よ
る
機
械
的
説
明
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
相
互
の
目
的
の
関
係
に
従
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
何

等
得
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。＊
＊」
か
よ
う
に
し
て
自
然
科
学
の
立
場
に
お
い
て
は
有
機
体
に
つ
い
て
も
ど
こ

ま
で
も
機
械
的
因
果
的
説
明
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 78.

＊
＊
　Loc. cit., § 79.

し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
は
同
時
に
有
機
体
の
ま
さ
に
有
機
体
と
し
て
の
把
握
に
と
っ
て
単
な
る
機
械
論
で
は
不

十
分
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
彼
は
有
機
体
に
つ
い
て
、
自
然
の
機
械
性
を
全
く
無
視
し
て
単
な
る
目
的
論
的
説

明
方
法
を
採
る
こ
と
が
「
妄
想
的
」schw

ärm
erisch 

で
あ
る
の
と
同
様
、
自
然
の
合
目
的
性
を
全
く
否
定
し
て

単
な
る
機
械
論
に
固
執
す
る
こ
と
は
「
空
想
的
」phantastisch 

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
有
機
体
も
自
然
の
産

物
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
機
械
的
関
係
が
見
出
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
け
れ
ば
そ
れ
は
自
然
の

産
物
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
有
機
体
は
自
然
の
産
物
で
あ
っ
て
同
時
に
自
然
目
的
で
あ
る
。
か

く
し
て
我
々
は
一
つ
の
同
じ
物
に
お
い
て
機
械
論
と
目
的
論
と
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
二
つ

の
原
理
の
結
合
の
必
然
性
」
が
生
じ
て
く
る
。
機
械
論
的
原
理
と
目
的
論
的
原
理
と
の
結
合
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は

如
何
に
考
え
た
で
あ
ろ
う
か
。「
二
つ
の
原
理
に
よ
る
自
然
の
判
定
に
お
い
て
両
者
の
結
合
を
可
能
な
ら
し
む
べ
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き
原
理
は
、
両
者
の
外
に ausserhalb beider

（
従
っ
て
ま
た
可
能
な
る
経
験
的
自
然
表
象
の
外
に
）
横
た
わ
る

と
こ
ろ
の
も
の
、
し
か
も
か
か
る
自
然
表
象
の
根
拠
を
含
む
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
超
感
性
的
な
も
の
の
う
ち
に

お
か
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
二
つ
の
説
明
方
法
の
各
々
が
こ
れ
に
関
係
附
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

る
に
こ
れ
に
つ
い
て
我
々
は
経
験
的
法
則
に
よ
る
自
然
の
判
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
拠
と
い
う
漠
然
と
し
た
概

念
を
持
ち
得
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
以
外
に
は
如
何
な
る
賓
辞
に
よ
っ
て
も
こ
れ
を
よ
り
詳
し
く
規
定
し
得
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
二
つ
の
原
理
の
結
合
は
、
規
定
的
判
断
力
に
と
っ
て
の
、
与
え
ら
れ
た
法
則
に
よ
る
或
る
産
物
の

可
能
性
の
説
明 Erklärung
（Explikation

）
の
根
拠
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、た
だ
反
省
的
判
断
力
に
と
っ
て
の
、

そ
れ
の
解
釈 Erörterung

（Exposition
）
の
根
拠
に
基
づ
き
得
る
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
従
っ
て
く
る
。」＊

「
と

こ
ろ
で
一
方
機
械
的
、
他
方
目
的
論
的
導
出
の
共
通
の
原
理 das gem

einschaftliche Prinzip der m
echanischen 

einerseits und der teleologischen A
bleitung anderseits 

は
、
現
象
と
し
て
の
自
然
の
根
柢
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
超
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
我
々
は
理
論
的
見
地
に
お
い
て
は
肯
定
的
に
規
定
さ
れ
た

最
少
の
概
念
を
も
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
原
理
と
し
て
の
こ
れ
に
よ
っ
て
は
、
自
然
（
そ
の
特
殊
的
な

法
則
に
よ
る
）
が
如
何
に
し
て
我
々
に
と
っ
て
物
理
的
原
因
の
生
産
の
原
理
並
び
に
目
的
原
因
の
そ
れ
に
従
っ
て

共
に
可
能
と
し
て
認
識
さ
れ
得
る
体
系
を
形
作
る
か
は
、
全
然
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
却
っ
て
た
だ
、
機
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械
論
の
原
理
（
そ
れ
は
如
何
な
る
時
に
も
自
然
物
に
対
し
て
権
利
を
主
張
し
得
る
）
に
依
る
の
み
で
、
目
的
論
的

原
則
に
頼
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
可
能
性
を
考
え
得
な
い
自
然
の
現
象
が
生
ず
る
場
合
、
我
々
は
自
然
の
産
物
の

判
定
の
原
理
間
に
起
る
見
せ
か
け
の
矛
盾
に
突
き
当
る
こ
と
な
し
に
、
た
だ
安
ん
じ
て
双
方
の
原
理
に
従
っ
て

（
そ
の
産
物
の
可
能
性
が
一
方
も
し
く
は
他
方
の
原
理
か
ら
我
々
の
悟
性
に
と
っ
て
認
識
し
得
べ
き
も
の
で
あ
る

に
応
じ
て
）
自
然
法
則
を
探
究
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
得
る
の
で
あ
る
、
そ
の
故
は
少
な
く
と
も
両
者

が
客
観
的
に
も
一
つ
の
原
理
の
う
ち
に
結
合
し
得
べ
き
も
の
で
あ
り
得
る
こ
と
（
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
超
感
性
的

根
拠
を
前
提
す
る
現
象
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
）
の
可
能
性
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」「
そ

れ
だ
か
ら
同
一
の
産
物
及
び
そ
の
可
能
性
に
関
し
て
、
自
然
の
機
械
性
並
び
に
目
的
論
的
（
意
図
的
）
技
術
性
が

特
殊
的
な
法
則
に
よ
る
自
然
の
或
る
共
通
の
上
位
の
原
理
の
も
と
に unter einem

 gem
einschaftlichen oberen 

Prinzip 

立
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
原
理
は
超
越
的
で
あ
る
か
ら
し
て
、
我
々
は
我
々
の
悟
性
の
制
限
の
た

め
に
二
つ
の
原
理
を
同
一
の
自
然
の
生
産
の
説
明
の
う
ち
に
、
こ
の
産
物
の
内
的
可
能
性
が
た
だ
目
的
に
よ
る
因

果
性
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
得
る
場
合
（
有
機
化
さ
れ
た
物
質
は
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
）
に
お
い
て
さ
え
も
、

結
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
因
果
論
（
機
械
論
）
と
目
的
論
と
を
結
合
す
る
も
の

と
し
て
両
者
の
上
に
立
つ
一
つ
の
共
通
の
原
理
を
想
定
し
た
。そ
し
て
こ
の
原
理
は
超
感
性
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
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「
自
然
の
超
感
性
的
基
体
」das übersinnliche Substrat der N

atur 

の
う
ち
に
、
従
っ
て
現
象
に
対
す
る
物
自
体

の
う
ち
に
お
か
れ
た
。
か
く
の
如
き
原
理
は
、
人
間
悟
性
の
制
限
の
故
に
我
々
に
と
っ
て
認
識
し
得
ぬ
も
の
で
あ

る
。
我
々
人
間
の
立
場
に
お
い
て
は
こ
の
一
つ
の
共
通
の
原
理
は
因
果
論
並
び
に
目
的
論
の
二
つ
の
原
理
に
い
わ

ば
分
裂
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
に
よ
る
自
然
の
考
察
が
矛
盾
し
な
い
の
は
、
先
ず
そ
の
考
察
が
現
象
の
考
察

で
あ
り
、
そ
し
て
二
つ
の
原
理
の
結
合
が
現
象
の
超
感
性
的
根
拠
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

次
に
そ
れ
ら
の
原
理
が
判
断
力
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
産
物
は
機
械
的
な
法
則

に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
限
定
的
判
断
力
の
格
率
と
し
て
、
自
然
の
或
る
産
物
は
単
に
機
械
的
な
法

則
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
反
省
的
判
断
力
の
格
率
と
し
て
、
両
者
は
矛
盾
な
く
成
立
す
る
の

で
あ
る
。
か
く
て
カ
ン
ト
は
目
的
論
は
構
成
的
原
理
で
は
な
く
て
単
に
規
制
的
原
理
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
。

＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 78.

し
か
し
な
が
ら
因
果
論
と
目
的
論
と
の
結
合
の
問
題
は
更
に
進
ん
で
追
及
さ
る
べ
き
理
由
を
有
し
て
い
る
。
カ

ン
ト
は
両
者
を
結
合
す
る
一
つ
の
共
通
の
原
理
は
超
感
性
的
な
も
の
の
う
ち
に
横
た
わ
り
、
我
々
の
悟
性
に
と
っ

て
超
越
的
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
こ
こ
に
彼
の
い
う
直
観
的
悟
性
が
現
れ
て
く
る
。
こ
の
も
の
は
因
果
論
と
目
的

論
と
の
二
律
背
反
に
客
観
的
な
解
決
を
与
え
、
両
者
を
結
合
し
得
る
原
理
を
含
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
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直
観
的
悟
性
に
関
わ
る
綜
合
的
普
遍
或
い
は
具
体
的
普
遍
の
概
念
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
全
体
と
部
分
の
構
造

に
お
い
て
、
体
系
の
理
念
に
合
致
し
、
か
く
て
ま
た
有
機
体
の
構
造
に
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。＊

直
観

的
悟
性
の
論
理
は
有
機
体
の
論
理
と
同
様
に
目
的
論
で
あ
る
。
具
体
的
普
遍
の
概
念
に
基
づ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証

法
は
目
的
論
的
な
体
系
で
あ
り
、
そ
の
論
理
は
有
機
体
説 O

rganologie 

的
で
あ
っ
た
。
直
観
的
悟
性
の
目
的
論

は
単
な
る
目
的
論
で
は
な
く
、
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
に

と
っ
て
直
観
的
悟
性
は
我
々
の
悟
性
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
か
か
る
統
一
に
お
い
て
は
因
果
論
は

従
属
的
な
も
の
と
な
り
、
し
か
る
に
そ
の
こ
と
は
彼
に
お
い
て
目
的
論
に
対
し
て
因
果
論
の
有
す
る
比
重
に
相
応

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
に
依
る
と
因
果
の
原
理
が
構
成
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
目
的
論
は
単
に
規
制
的
で
あ
る
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
も
目
的
性
は
一
番
の
因
果
性
即
ち
「
目
的
に
よ
る
因
果
性
」K

ausalität nach Zw
ecken 

で
あ

り
、
因
果
性
の
特
殊
化
と
見
る
こ
と
が
で
き
る＊
＊。

そ
こ
で
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
は
目
的
論
の
方
向
に
お
い

て
で
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
因
果
論
の
方
向
に
お
い
て
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
右
に
論
じ
た
如
く
、
有
機
体
の
問
題
は
自
然
の
特
殊
化
の
問
題
に
つ
な
が
り
、
有
機
体
は
こ
の
理
念
の
客
観

化
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
、「
も
し
我
々
が
我
々
に
知
ら
れ
て
い
る
自
然
の
一

般
的
な
法
則
の
特
殊
化
に
お
け
る
自
然
の
原
理
に
ま
で
突
き
進
む
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
有
機
化
さ
れ
た
存
在
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の
可
能
性
の
十
分
な
根
拠
が
そ
の
生
産
の
根
柢
に
或
る
意
図
を
お
く
こ
と
な
し
に
（
従
っ
て
そ
の
単
な
る
機
械
論

の
う
ち
に
）、
自
然
の
中
に
伏
在
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
我
々
に
と
っ
て
余
り
に
僣
越
な
判
断

で
あ
ろ
う
。
＊
＊
＊」

自
然
の
産
物
の
説
明
に
は
で
き
る
限
り
自
然
の
機
械
論
を
追
求
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
試
み
を

や
め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
機
械
論
の
道
に
お
い
て
自
然
の
合
目
的
性
と
出
会
う
こ
と
が
自
体
に
お
い
て
不
可

能
で
あ
る
と
い
う
故
で
は
な
く
、
却
っ
て
た
だ
そ
れ
が
人
間
と
し
て
の
我
々
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
故

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
は
感
性
的
直
観
以
外
の
直
観
、
及
び
自
然
の
叡
智
的
基
体
―
―
そ
こ
か
ら
特
殊
的
な

法
則
に
よ
る
現
象
の
機
械
論
で
さ
え
も
そ
の
根
拠
が
示
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
―
―
に
つ
い
て
の
一
定
の
認
識
が

必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
し
か
る
に
か
く
の
如
き
こ
と
は
す
べ
て
我
々
の
能
力
を
全
く
超
え
て
い
る
。
＊
＊
＊
＊」

こ
れ

ら
の
文
章
は
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
を
直
ち
に
目
的
論
の
方
向
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
を
抑
止
す
る
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
自
然
の
叡
智
的
基
体
と
い
い
、
感
性
的
直
観
以
外
の
直
観
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
知
的
直
観
或
い

は
直
観
的
悟
性
を
想
い
起
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
が
、
そ
の
原
理
が
機
械
論
で
あ
る
よ
り
も
目
的
論
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
は
単
純
に
断
じ
難
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
上
に
引
用
し
た
文
章
に
あ
る
如
く
「
両
者
の
外
に
」
あ
る
「
共

通
の
上
位
の
原
理
」
で
あ
り
、
こ
の
も
の
の
う
ち
に
目
的
性
と
共
に
因
果
性
の
根
拠
が
あ
り
、
こ
の
も
の
か
ら
両

者
が
導
出
さ
れ
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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＊
　
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
。

＊
＊
　V

gl. K
ritik der U

rteilskraft, § 71. 

「
…
…
ま
た
実
際
本
来
の
自
然
目
的
と
し
て
の
物
（
我
々
が
そ
れ
を
必
然

的
に
そ
う
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
如
き
）
に
と
っ
て
、
物
質
的
自
然
或
い
は
そ
の
叡
智
的
基
体
の
う
ち
に
含
ま

れ
得
な
い
と
こ
ろ
の
全
く
別
種
の
根
源
的
因
果
性 eine ganz andere A

rt von ursprünglicher K
ausalität 

即
ち
或

る
建
築
的
悟
性 ein architektonischer Verstand 

が
そ
の
根
柢
に
横
た
わ
る
か
否
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
因
果
性

の
概
念
に
関
し
て
、
そ
れ
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
特
殊
化
さ
る
べ
き
で
あ
る a priori spezifiziert w

erden soll 

限
り
、

甚
だ
狭
く
局
限
さ
れ
て
い
る
我
々
の
理
性
は
全
く
何
等
の
教
示
も
与
え
得
な
い
の
で
あ
る
。」

＊
＊
＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 75.

＊
＊
＊
＊
　O

p. cit., § 80.

尤
も
カ
ン
ト
の
掲
げ
た
直
観
的
悟
性
の
綜
合
的
普
遍
の
論
理
が
目
的
論
的
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し

難
い
。
ま
た
彼
は
因
果
論
を
目
的
論
に
対
す
る
「
従
属
的
な
」「
手
段
」
と
も
見
て
い
る
の
で
あ
る
。＊

即
ち
我
々

は
自
然
法
則
を
「
原
理
と
し
て
の
目
的
の
下
に
」
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、「
目
的
が
或
る
種
の
物
の
可
能
性
の

根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
、
我
々
は
ま
た
手
段
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
も
の
の
作
用
法
則

は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
目
的
を
前
提
す
る
何
物
を
も
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
機
械
的
で
あ
っ
て
、
し
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か
も
意
図
的
な
結
果
の
従
属
的
な
原
因
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
」、
自
然
は
有
機
的
形
態
を
生
産
す
る
た
め
に
機

械
的
関
係
そ
の
も
の
を
「
利
用
」
す
る
、
そ
れ
は
機
械
論
を
「
意
図
的
に
作
用
す
る
原
因
の
い
わ
ば
道
具
と
し

て
」
使
用
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
見
方
は
自
然
を
人
間
の
芸
術
的
或
い
は
技
術
的
活
動
と
の
類
比
に
お
い

て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
目
的
と
い
う
も
の
が
単
に
主
観
的

な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
擬
人
化
さ
れ
さ
え
す
る
危
険
が
あ
る
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
な
お
依
然
と
し
て
如
何
に
し

て
機
械
論
が
目
的
論
と
合
致
し
て
作
用
し
得
る
か
と
い
う
問
題
は
残
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
、「
自
然

の
機
械
論
が
自
然
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
意
図
に
対
す
る
手
段
と
し
て
如
何
ほ
ど
の
こ
と
を
為
す
か
は
全
く

不
定
で
あ
り
、
ま
た
我
々
の
理
性
に
と
っ
て
永
久
に
規
定
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
上
述
の
如
き
自
然
一

般
の
可
能
性
の
叡
智
的
原
理
の
故
に
、
自
然
が
ど
こ
ま
で
も
二
種
の
一
般
的
に
調
和
す
る
法
則
（
物
理
的
法
則
及

び
目
的
原
因
の
法
則
）
に
従
っ
て
可
能
で
あ
る durchgängig nach beiderlei allgem

ein zusam
m

enstim
m

ende 

G
esetzen (den physischen und den der Endursachen) m

öglich sei 

と
い
う
こ
と
は
、想
定
さ
れ
得
る
、尤
も
我
々

は
そ
れ
が
如
何
に
行
わ
れ
る
か
を
洞
見
し
得
な
い
の
で
あ
る
。＊
＊」

＊
　V
gl. K

ritik der U
rteilskraft, § § 68, 78, 80, 81.

＊
＊
　O

p. cit., § 78.
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い
ず
れ
に
し
て
も
カ
ン
ト
は
目
的
原
因
と
物
理
的
原
因
と
の
結
合
の
必
然
性
を
認
め
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
結
合

の
原
理
は
自
然
の
叡
智
的
基
体
の
う
ち
に
存
す
る
故
に
我
々
の
悟
性
に
と
っ
て
は
認
識
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
と

考
え
た
。
か
よ
う
に
比
量
的
悟
性
の
立
場
に
お
い
て
規
定
さ
れ
得
な
い
も
の
も
直
観
的
悟
性
の
立
場
に
お
い
て
は

規
定
さ
れ
得
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
直
観
的
悟
性
と
は
も
と
、
我
々
人
間
の
立
場
に
お
い
て

一
は
認
識
の
内
容
を
、
他
は
認
識
の
形
式
を
与
え
る
も
の
と
し
て
分
離
さ
れ
て
い
る
直
観
と
悟
性
と
の
統
一
で
あ

る
。
カ
ン
ト
に
依
る
と
我
々
の
直
観
は
感
性
的
で
あ
り
、
我
々
の
悟
性
に
と
っ
て
内
容
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
直
観
的
悟
性
に
お
い
て
は
み
ず
か
ら
内
容
を
も
生
産
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
直
観
と
悟
性
と

の
統
一
は
如
何
に
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
私
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
に
お
い
て
占
め
る
生
産
的

構
想
力
の
地
位
を
想
起
す
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
依
る
と
自
我
は
自
己
を
自
己
に
対
し
て
定
立
す
る
。
か
く
し
て
定
立

さ
れ
た
非
我
は
物
自
体
で
は
な
く
、
却
っ
て
客
観
で
あ
る
。
客
観
は
た
だ
主
観
に
対
し
て
の
み
存
在
し
、
主
観
は

た
だ
客
観
と
の
区
別
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
自
我
は
間
接
的
に
客
観
或
い
は
主
観
を
定
立
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
主
観
と
客
観
と
は
対
立
す
る
、
客
観
は
主
観
の
否
定
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
、
逆
に
主
観
は
客

観
の
否
定
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
。
自
我
は
客
観
を
定
立
し
、
従
っ
て
主
観
を
否
定
し
、
自
己
自
身
の
活
動
を
制

限
し
、
自
己
の
う
ち
に
受
動
を
定
立
し
、
そ
し
て
こ
の
彼
の
受
動
を
実
在
根
拠
と
し
て
の
客
観
に
関
係
附
け
ね
ば
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な
ら
ぬ
、
言
い
換
え
る
と
、
彼
の
う
ち
に
非
我
の
自
我
か
ら
独
立
な
実
在
性
の
表
象
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ま
た
自
我
は
主
観
を
定
立
し
、
従
っ
て
客
観
を
否
定
し
、
そ
の
活
動
を
制
限
し
、
受
動
を
客
観
の
う
ち
に
定
立
し
、

そ
し
て
こ
の
受
動
を
実
在
根
拠
と
し
て
の
主
観
の
活
動
に
関
係
附
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
言
い
換
え
る
と
、
自
我
は
自

己
自
身
の
活
動
を
客
観
の
う
ち
に
定
立
さ
れ
た
受
動
の
原
因
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
自
我
の
非
我
か
ら

独
立
な
実
在
性
の
表
象
即
ち
自
由
の
表
象
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
間
接
的
定
立
は
表
象
作
用
或
い

は
構
想
作
用 Einbilden 
で
あ
る
。
非
我
は
自
我
の
う
ち
に
定
立
さ
れ
た
受
動
の
実
在
根
拠
で
は
な
く
、
か
か
る

実
在
根
拠
と
し
て
表
象
さ
れ
或
い
は
構
想
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
、
そ
れ
は
物
自
体
と
し
て
で
は
な
く
て
自
我
の
必

然
的
な
表
象
と
し
て
か
か
る
実
在
根
拠
で
あ
る
。こ
の
表
象
を
自
我
は
必
然
的
に
自
己
自
身
の
中
か
ら
生
産
す
る
、

従
っ
て
間
接
的
定
立
は
表
象
を
生
産
す
る
能
力
と
し
て
、
即
ち
生
産
的
構
想
力
と
し
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
か
る
能
力
が
な
け
れ
ば
、
非
我
の
実
在
性
に
つ
い
て
の
表
象
も
、
主
観
と
客
観
の
間
接
的
定
立
も
、
自
我
と
非

我
と
の
相
互
限
定
も
、
両
者
の
結
合
も
、
両
者
の
対
立
も
、
お
よ
そ
自
我
と
い
う
も
の
、
精
神
と
い
う
も
の
は
存

在
し
な
い
。「
こ
の
驚
異
す
べ
き
能
力
な
し
に
は
人
間
精
神
に
お
け
る
何
物
も
説
明
さ
れ
な
い
―
―
そ
し
て
人
間

精
神
の
全
機
構
は
容
易
に
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。」
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
書
い
て
い
る
。＊

理

論
的
自
我
は
完
全
な
自
発
性
を
も
っ
て
客
観
に
関
係
す
る
自
我
の
活
動
を
要
求
す
る
、
こ
の
活
動
は
独
立
的
で
あ
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っ
て
同
時
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
独
立
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
何
物
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
む
し
ろ
一
切
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
一
切
が
そ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
或
い

は
定
立
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
我
の
独
立
的
な
活
動
は
そ
れ
故
に
必
然
的
に
生
産
的
で
あ
る
。
一
切
は

そ
の
所
産
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
活
動
は
制
限
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
は
自
己
が
関
係
す
る
対
象
を

持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
我
の
活
動
は
独
立
的
で
あ
る
故
に
生
産
的
で
あ
り
、
制
限
さ
れ
て
い
る
故
に
客
観
的
で
あ

り
、
客
観
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時
に
双
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
自
我
の
活

動
の
所
産
が
同
時
に
そ
の
客
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
客
観
と
い
う
の
は
自
我
に
対
し
て

他
の
所
産
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
か
の
自
我
の
活
動
は
そ
れ
に
と
っ
て
自
己
自
身
の
所
産
が
他
の

所
産
と
し
て
或
い
は
自
己
の
外
部
の
物
と
し
て
現
れ
る
よ
う
な
活
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
私
の
所
産

は
、
私
が
私
の
活
動
に
お
い
て
こ
の
活
動
を
反
省
す
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
私
が
私
の
活
動
に
お
い
て
こ
の
活
動

を
私
の
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
な
い
場
合
、
か
か
る
も
の
と
し
て
私
に
現
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
る

と
、
自
我
の
無
意
識
的
な
生
産
活
動
に
お
い
て
の
み
自
己
自
身
の
所
産
が
他
の
所
産
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
無
意
識
的
な
生
産
は
意
識
の
基
礎
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
意
識
が
可
能
に
な
る
条
件
で
あ
る
。

意
識
は
自
己
の
う
ち
に
無
意
識
的
な
活
動
を
前
提
す
る
。
な
ぜ
な
ら
意
識
は
自
己
自
身
の
活
動
に
対
す
る
反
省
に



四
八
四

よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
反
省
に
お
い
て
意
識
が
生
ず
る
と
こ
ろ
の
活
動
は
そ
れ
自

身
意
識
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
か
か
る
無
意
識
的
な
生
産
が
構
想
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
生
産
的
構
想
力
は

意
識
の
、
自
我
の
条
件
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
書
い
て
い
る
、「
か
く
て
こ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
―
―
も
ち

ろ
ん
我
々
に
と
っ
て
の

0

0

0

0

0

0

0

実
在
性
の
意
味
で
あ
っ
て
、
先
験
哲
学
の
体
系
に
お
い
て
は
そ
れ
以
外
の
意
味
は
あ
り
得

な
い
―
―
が
単
に
構
想
力
に
と
っ
て
生
産
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。
私
の
見
る
限
り
同
じ
こ
と
を
説
い

て
い
る
我
々
の
時
代
の
最
も
偉
大
な
思
想
家
の
一
人
は
、
こ
れ
を
構
想
力
に
よ
る
欺
瞞
0

0

と
称
し
て
い
る
。
し
か
る

に
あ
ら
ゆ
る
欺
瞞
に
は
真
理
が
対
立
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
欺
瞞
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
現
在
の
体
系
に
お
い
て
証
明
さ
る
べ
き
よ
う
に
、
か
の
構
想
力
の
作
用
が
我
々
の
意
識
の
、
我
々
の
生
命

の
、
我
々
に
と
っ
て
の
我
々
の
存
在
の
、
即
ち
自
我
と
し
て
の
我
々
の
存
在
の
、
根
柢
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証

明
さ
れ
る
場
合
、
構
想
力
の
作
用
は
、
我
々
が
自
我
を
捨
象
す
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
取
除
き
得
な
い
、
自
我
を

抽
象
す
る
と
い
う
こ
と
は
抽
象
す
る
も
の
が
自
己
を
捨
象
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
矛
盾
で
あ

る
。
従
っ
て
構
想
力
の
作
用
は
欺
か
な
い
、
却
っ
て
そ
れ
は
真
理
を
、
唯
一
の
可
能
な
真
理
を
与
え
る
。
そ
れ
が

欺
く
と
仮
定
す
る
こ
と
は
、
自
己
自
身
の
存
在
を
疑
う
こ
と
を
教
え
る
懐
疑
論
に
基
礎
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。＊
＊」

自
我
は
非
我
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
を
定
立
す
る
、
即
ち
そ
れ
は
生
産
的
構
想
力
で
あ
る
。
し
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か
し
そ
れ
は
構
想
力
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
は
十
分
で
な
い
、
こ
の
構
想
力
は
ま
た
対
自
的 für sich 

に
な
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
、
言
い
換
え
る
と
、
自
我
は
こ
の
彼
の
活
動
を
意
識
に
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
フ
ィ
ヒ

テ
の
い
う
「
人
間
精
神
の
実
際
的
歴
史
」die pragm

atische G
eschichte des m

enschlichen G
eistes 

が
叙
述
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
課
題
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
先
験
的
観
念
論
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
に
お
い
て

継
承
さ
れ
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。「
フ
ィ
ヒ
テ
の
説
の
全
範
囲
に
お
い
て
如
何
な
る
点
も
、
生
産
的
構
想
力
に
よ
る

理
論
的
自
我
の
基
礎
附
け
よ
り
も
よ
り
大
き
な
射
程
を
有
す
る
も
の
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
知
識
学
は
そ
の
牽
引
力

を
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
や
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
及
ぼ
し
、
ひ
と
と
き
は
構
想
力
の
力
を
神
と
崇
め
た
浪

漫
学
派
の
精
神
に
と
っ
て
自
己
と
近
親
の
哲
学
と
思
わ
れ
た
。
カ
ン
ト
が
彼
の
先
験
的
統
覚
の
説
に
よ
っ
て
フ
ィ

ヒ
テ
に
対
す
る
と
同
じ
関
係
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
彼
の
構
想
力
の
理
論
及
び
展
開
に
よ
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
並
び
に
ヘ

ー
ゲ
ル
に
対
す
る
関
係
に
存
在
す
る
。」
と
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
直
観
的
悟
性
或
い
は

知
的
直
観
と
い
う
も
の
は
構
想
力
を
基
礎
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に

知
的
直
観
の
哲
学
は
本
質
的
に
目
的
論
的
体
系
で
あ
っ
た
。
私
の
い
う
構
想
力
の
論
理
は
直
観
的
悟
性
の
論
理
と

同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
悟
性
の
論
理
と
理
性
の
論
理
と
の
中
間
の
論
理
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
む
し

ろ
根
源
的
な
論
理
で
あ
っ
て
、
理
性
の
論
理
の
目
的
論
は
そ
れ
に
対
し
て
は
却
っ
て
形
式
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
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る
で
あ
ろ
う
。

＊
　Fichte, G

rundlage der gesam
ten W

issenschaftslehre, W
erke, H

rsg. v. M
edicus, I. S. 402.

＊
＊
　O

p. cit., S. 420.

因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
有
機
体
に
関
し
て
の
み
で
な

く
、
先
ず
何
よ
り
も
人
間
の
技
術
に
関
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
統
一
を
超
感
性
的
な
も

の
の
う
ち
に
想
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
技
術
に
お
い
て
経
験
的
現
実
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る

公
然
の
秘
密
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
依
る
と
我
々
の
判
断
力
に
と
っ
て
因
果
論
と
目
的
論
と
の
二
つ
の
異
種

的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
も
の
を
結
合
す
る
原
理
、
両
者
が
そ
れ
か
ら
導
出
さ
れ
る
よ
う
な
一
つ
の
共
通
の
原

理
、
そ
れ
は
構
想
力
の
原
理
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
今
さ
し
あ
た
り
私
は
彼
が
純
粋
理
性
批
判
或
い
は
人
間
学

に
お
い
て
、
我
々
に
と
っ
て
は
感
性
と
悟
性
と
の
二
つ
の
異
種
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
も
の
の
一
つ
の
共
通

の
根
を
仮
定
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
。＊

「
人
間
の
認
識
に
は
二
つ
の
幹
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
恐
ら
く
一
つ
の

共
通
の
、し
か
し
我
々
に
は
知
ら
れ
な
い
根
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、感
性
と
悟
性
と
で
あ
る
。
前
者
に
よ
っ
て
我
々

に
対
象
が
与
え
ら
れ
、
後
者
に
よ
っ
て
そ
れ
が
思
惟
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」「
悟
性
と
感
性
と
は
、
種
類
を
異
に
す

る
に
も
拘
ら
ず
、
恰
も
一
が
他
か
ら
、
或
い
は
両
者
が
一
つ
の
幹
か
ら
生
じ
た
か
の
よ
う
に
我
々
の
認
識
を
作
る
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た
め
に
お
の
ず
と
親
和
す
る
。」
か
か
る
感
性
と
悟
性
と
の
「
共
通
の
根
」gem

einschaftliche W
urzel 

と
し
て

構
想
力
を
考
え
る
こ
と
は
、
直
観
的
悟
性
が
構
想
力
を
基
礎
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
恰
も
そ
の

よ
う
に
機
械
論
と
目
的
論
と
を
結
合
す
る
「
共
通
の
原
理
」gem

einschaftliches Prinzip 

は
構
想
力
の
原
理
で

あ
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
原
理
の
本
性
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
そ

れ
と
目
的
論
と
の
関
係
は
如
何
に
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
機
械
論
と
目
的
論
と
を
結
合
す
る
共
通

の
原
理
を
自
然
の
叡
智
的
基
体
の
う
ち
に
考
え
、
こ
の
も
の
は
「
理
論
的
見
地
に
お
い
て
は
」in theoretischer 

A
bsicht 

認
識
し
得
な
い
と
い
っ
て
い
る＊
＊。

こ
こ
に
当
然
、
実
践
的
見
地
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
は

カ
ン
ト
が
判
断
力
批
判
の
終
に
お
い
て
取
扱
っ
た
歴
史
的
合
目
的
性
の
問
題
に
関
聯
し
て
く
る
。
そ
こ
で
我
々
は

更
に
こ
の
問
題
に
立
入
っ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
こ
れ
ま
で
単
に
示
唆
す
る
に

と
ど
ま
っ
た
も
の
或
い
は
未
解
決
の
ま
ま
に
残
し
て
き
た
種
々
の
問
題
に
解
明
と
解
答
を
与
え
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　
本
書
〔
第
四
章
〕
第
十
節
（
一
一
二
頁
）〔
本
巻
三
六
九
頁
【「
次
に
カ
ン
ト
は
構
想
力
の
」
以
下
】〕
参
照
。

＊
＊
　V
gl. K

ritik der U
rteilskraft, § 78.

二
一
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有
機
的
合
目
的
性
は
美
的
合
目
的
性
と
同
じ
く
特
殊
的
な
も
の
に
お
け
る
合
目
的
性
で
あ
る
。
美
的
判
断
は
単

称
判
断
で
あ
る
と
い
う
如
く
、
美
と
考
え
ら
れ
る
の
は
特
殊
的
な
も
の
、
個
々
の
芸
術
品
も
し
く
は
個
々
の
自
然

物
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
自
然
の
内
面
的
実
質
的
合
目
的
性
と
考
え
ら
れ
た
の
は
特
殊
的
な
も
の
、
個
々
の
有
機

体
で
あ
る
。
し
か
る
に
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
は
体
系
の
理
念
と
し
て
全
体
の
自
然
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
い
ま
も
し
有
機
体
は
自
然
の
論
理
的
合
目
的
性
の
特
殊
的
な
も
の
に
お
け
る
客
観
的
な
実
現
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
実
現
を
全
体
の
自
然
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
自

然
の
論
理
的
合
目
的
性
は
体
系
の
理
念
と
し
て
こ
れ
を
要
求
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
自
然
の

全
体
が
い
わ
ば
有
機
体
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
知
的
直
観
の
哲
学
は
実
際
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
こ
の
よ

う
な
方
向
に
発
展
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
自
然
に
関
し
て
機
械
論
を
構
成
的
原
理
と
考
え
、
た
だ
単
に
機
械
的

な
法
則
に
よ
っ
て
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
特
定
の
自
然
物
に
つ
い
て
の
み
目
的
論
を
規
制
的
原
理
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
を
認
め
た
カ
ン
ト
の
立
場
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。「
我
々
に
と
っ
て
自
然
は
全
体
と
し
て
有
機

的
な
も
の
と
し
て
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
す
で
に
自
然
の
一
部
に
合
目

的
性
を
現
す
有
機
体
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
い
て
全
体
の
自
然
を
目
的
の
体
系
と
し
て
考
え
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得
る
可
能
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
ひ
と
た
び
我
々
が
自
然
に
お
い
て
我
々
に
は
た
だ
目
的
原

因
の
概
念
に
よ
っ
て
の
み
考
え
ら
れ
得
る
如
き
産
物
を
生
産
す
る
能
力
を
発
見
し
た
な
ら
ば
、
一
歩
を
進
め
て
、

そ
の
可
能
性
に
対
し
盲
目
的
に
作
用
す
る
原
因
の
機
械
性
を
超
え
て
他
の
原
理
を
探
し
求
め
る
こ
と
を
何
等
必
要

な
ら
し
め
な
い
よ
う
な
も
の
を
も
、
な
お
一
つ
の
目
的
の
体
系 ein System

 der Zw
ecke 

に
属
す
る
も
の
と
し

て
判
定
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
前
者
の
理
念
は
す
で
に
、
そ
の
根
拠
に
関
し
て
、
我
々
を
感
性
的
世

界
の
か
な
た
へ
導
い
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
、
い
っ
た
い
超
感
性
的
原
理
の
統
一 die Einheit des übersinnlichen 

prinzips 

は
単
に
或
る
種
の
自
然
存
在
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、
ま
た
体
系
と
し
て
の
自
然
全
体
に
対
し
て
も
同

じ
仕
方
で
妥
当
す
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」＊

し
か
ら
ば
か
よ
う
な
目
的
の
体
系
は
如
何
な
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 67.

こ
の
目
的
の
体
系
に
対
す
る
手
懸
り
が
有
機
体
に
あ
る
こ
と
は
今
引
用
し
た
文
章
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
有
機
体
の
論
は
い
わ
ば
二
つ
の
面
を
も
っ
て
い
る
。
第
一
に
純
粋
に
論
理
的
に
見
る
と
、
有
機
体
は
全

体
と
部
分
と
の
一
定
の
論
理
的
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
。
そ
の
論
理
は
い
わ
ゆ
る
綜
合
的
普
遍
或
い
は
具
体

的
普
遍
の
論
理
で
あ
る
。
第
二
に
有
機
体
に
お
け
る
合
目
的
性
は
、
目
的
と
い
う
語
が
普
通
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
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に
、
何
等
か
実
践
的
な
も
の
と
の
関
係
を
思
わ
せ
る
。
カ
ン
ト
は
有
機
体
の
解
明
に
当
っ
て
は
し
ば
し
ば
意
図
と

い
う
語
を
用
い
た
。
有
機
体
を
自
然
目
的
と
見
る
こ
と
は
「
意
図
を
も
っ
て
の
生
産
」Erzeugung m

it A
bsicht 

と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
にO

rganism
us

（
有
機
体
）
と
い
う
語
が o[rganon, O

rgan

（
道
具
）
と
い
う
語

に
由
来
す
る
こ
と
は
、
有
機
体
を
何
等
か
実
践
的
概
念
を
も
っ
て
考
え
る
よ
う
に
導
く
で
あ
ろ
う
。
道
具
は
目
的

に
対
す
る
手
段
を
意
味
す
る
。
か
く
し
て
全
体
と
部
分
と
の
純
粋
に
論
理
的
な
関
係
は
目
的
と
手
段
と
の
意
図
的

な
関
係
に
翻
訳
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
有
機
体
を
定
義
し
て
、「
自
然
の
有
機
化
さ
れ
た
産
物
と
は
、
そ
れ
に
お
い

て
は
す
べ
て
は
目
的
で
あ
る
と
共
に
交
互
に
ま
た
手
段
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
何
物
も
そ
れ
に
お
い
て

は
無
駄
で
な
く
、
無
目
的
で
な
く
、
或
い
は
盲
目
的
な
自
然
の
機
械
論
に
帰
す
べ
き
で
は
な
い
。」
と
書
い
て
い

る
。
有
機
体
は
、
自
然
の
「
盲
目
的
な
」
因
果
性
に
対
し
て
、「
悟
性
的
な
存
在
」ein verständiges W

esen 

に

よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
有
機
体
の
論
に
含
ま
れ
る
右
の
二
つ
の
面
は
カ
ン
ト
に

お
い
て
イ
デ
ー
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
統
一
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
有
機
体
に
お
い
て
は
何
物
も
無
駄
で
な

く
、
無
目
的
で
な
い
の
は
何
に
依
っ
て
で
あ
る
か
。
彼
は
い
う
、「
イ
デ
ー
が
そ
の
自
然
の
産
物
の
可
能
性
の
根

柢
に
横
た
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
イ
デ
ー
は
、
物
質
が
そ
の
も
の
と
し
て
何
等
一
定
の
結
合
の
統
一
を
供

し
得
ぬ
物
の
多
数
性
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
、
表
象
の
絶
対
的
統
一
で
あ
る
か
ら
、
か
の
イ
デ
ー
の
統
一
が
か
く
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の
如
き
結
合
さ
れ
た
も
の
の
形
式
の
因
果
性
に
対
し
て
、
自
然
法
則
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
規
定
根
拠
と
し
て
役
立

つ
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
然
の
目
的
は
そ
の
産
物
の
中
に
存
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
拡
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
蓋
し
ひ
と
た
び
我
々
が
か
く
の
如
き
作
用
を
全
体
と
し
て
超
感
性
的
な
規
定
根
拠
に
自
然
の
盲
目
的
な
機
械

論
を
超
え
て
関
係
附
け
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
ま
た
全
く
こ
の
原
理
に
従
っ
て
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
物
の
形
式
を
な
お
一
部
分
機
械
論
に
依
存
す
る
と
考
え
る
理
由
は
存
在
し
な
い
、
な

ぜ
な
ら
そ
の
場
合
に
は
異
質
的
な
原
理
の
混
合
の
た
め
に
何
等
確
か
な
判
定
の
規
則
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。」＊

即
ち
有
機
体
の
根
柢
に
イ
デ
ー
が
見
ら
れ
、
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
有
機
体
は
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
有
機
体
の
形
式
、
そ
の
統
一
、
そ
の
形
は
、
イ
デ
ー
を
現
す
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
有
機
体
が
イ
デ
ー
を
現

す
と
す
れ
ば
、
イ
デ
ー
は
そ
の
論
理
的
構
造
に
お
い
て
綜
合
的
普
遍
或
い
は
具
体
的
普
遍
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
言
い
換
え
る
と
、イ
デ
ー
は
直
観
的
悟
性
の
論
理
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
直
観
的
悟
性
は「
綜

合
的
普
遍
（
全
体
そ
の
も
の
の
直
観
）
か
ら
特
殊
へ
ゆ
く
、
即
ち
全
体
か
ら
部
分
へ
ゆ
く
。
従
っ
て
か
か
る
悟
性

と
そ
の
全
体
の
表
象
は
部
分
の
結
合
の
偶
然
性
を
自
己
の
う
ち
に
含
ま
な
い
。」
綜
合
的
普
遍
に
お
い
て
は
一
切

が
必
然
的
で
あ
っ
て
、
何
等
の
偶
然
も
存
し
な
い
。
そ
れ
故
に
イ
デ
ー
が
綜
合
的
普
遍
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
有
機

体
に
お
い
て
は
実
践
的
或
い
は
価
値
的
見
地
に
お
い
て
も
何
物
も
無
駄
で
な
く
、
無
目
的
で
な
い
と
考
え
得
る
の
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で
あ
る
。
イ
デ
ー
は
超
感
性
的
な
も
の
と
し
て
自
由
に
基
づ
く
も
の
、
実
践
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
の
み

で
な
く
イ
デ
ー
は
実
践
的
な
も
の
と
理
論
的
な
も
の
と
を
結
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
イ
デ
ー
は
恐
ら
く
自
然

概
念
か
ら
実
践
的
概
念
へ
の
移
行
を
可
能
な
ら
し
め
、
か
く
し
て
道
徳
的
理
念
そ
の
も
の
に
理
性
の
思
弁
的
認
識

と
の
調
和
と
聯
関
と
を
与
え
得
る
。＊
＊」

と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
有
機
体
を
合
目
的
的
な
も
の
と
見
る

こ
と
は
自
然
の
う
ち
に
自
由
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
一
般
に
目
的
論
は
自
然
の
立
法
者
と
し
て
の
理
論
理
性
と
道

徳
（
自
由
）
の
立
法
者
と
し
て
の
実
践
理
性
を
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う＊
＊
＊。

し
か
し
我
々
は
こ
こ
に
重
大
な
問
題
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
っ
た
い
自
由
は
目
的
論
的
構
造
の
も
の
で

あ
っ
て
宜
い
の
か
。
直
観
的
悟
性
の
立
場
に
立
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
の
哲
学
、
具
体
的
普
遍
の
哲
学
は
、
ま
さ

に
そ
の
よ
う
に
自
由
を
目
的
論
的
構
造
に
お
い
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
偶
然
的
な
も
の
の
合
法
則

性
」die G

esetzm
ässigkeit des Zufälligen 

が
合
目
的
性
と
呼
ば
れ
る
と
定
義
し
た
。
我
々
の
悟
性
は
比
量
的
で

あ
り
、
そ
の
普
遍
は
分
析
的
普
遍
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
普
遍
と
特
殊
と
の
間
に
越
え
難
い
偶
然
性
が
あ
る
。
合

目
的
性
は
偶
然
的
な
も
の
の
合
法
則
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
目
的
論
の
論
理
は
直
観
的
悟
性
に
属
す
る
綜
合
的
普

遍
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
カ
ン
ト
に
依
る
と
直
観
的
悟
性
は
「
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
理
性
理
念
で
は
あ

る
が
、
人
間
悟
性
に
と
っ
て
は
達
し
得
ざ
る
問
題
的
な
概
念
で
あ
る
。」
し
か
し
理
論
的
見
地
に
お
い
て
達
し
得
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ざ
る
も
の
も
、
実
践
的
見
地
に
お
い
て
は
達
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
純
粋
理
性
批
判
に
お
い
て
問
題

的
な
概
念
で
あ
っ
た
物
自
体
が
実
践
理
性
の
立
場
に
お
い
て
解
決
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
有
機
体
の
根
拠

と
考
え
ら
れ
た
超
感
性
的
基
体
の
問
題
も
実
践
理
性
の
立
場
に
お
い
て
解
決
さ
れ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
そ
の
場
合
、
自
由
は
目
的
論
的
な
も
の
と
な
り
は
し
な
い
か
。
有
機
体
を
合
目
的
的
な
も
の
と
見
る
こ
と

は
自
然
の
根
柢
に
自
由
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
由
は
目
的
論
的
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
は
却
っ
て
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
判
断
力
批

判
に
お
け
る
道
徳
的
目
的
論
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
果
た
し
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 66.

＊
＊
　K

ritik der reinen Vernunft, B
 386.

＊
＊
＊
　
次
の
言
葉
は
注
目
に
値
す
る
。「
目
的
の
体
系
的
統
一
は
…
…
実
践
理
性
を
思
弁
的
理
性
と
結
合
す
る
」V

gl. 
op. cit., B

 843.

既
に
い
っ
た
如
く
、
カ
ン
ト
は
我
々
に
と
っ
て
自
然
は
全
体
と
し
て
有
機
的
な
も
の
と
し
て
は
与
え
ら
れ
て
い

な
い
と
考
え
た
。
従
っ
て
自
然
全
体
を
目
的
の
体
系
と
見
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
一
つ
の
大
き
な
有
機
体
と
考
え
る

こ
と
で
は
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
自
然
全
体
を
直
観
的
悟
性
の
論
理
に
従
っ
て
内
面
的
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実
質
的
合
目
的
性
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
全
体
の
自
然
を
目
的
の
体
系
と
し
て
考
え
る
手
懸

り
は
有
機
体
の
根
拠
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
見
地
は
目
的
、
手
段
の
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
即
ち
目
的
の
体
系
は
実
践
的
な
見
地
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
カ
ン
ト
に
よ
る

と
合
目
的
性
は
外
面
的
合
目
的
性
で
あ
る
。「
外
面
的
合
目
的
性
と
は
、
自
然
の
一
つ
の
物
が
他
の
物
の
た
め
に

目
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て
役
立
つ
よ
う
な
も
の
を
い
う
。」
こ
の
と
き
目
的
の
位
置
に
立
つ
の
は
自
然
目
的
と

し
て
み
ず
か
ら
内
面
的
合
目
的
性
を
有
す
る
も
の
、
有
機
体
で
あ
る
。
例
え
ば
土
、
空
気
、
水
等
は
山
岳
の
累
積

に
対
し
て
手
段
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
の
内
面
的
合
目
的
性
を
有
せ
ぬ
も
の
も
、
植
物
の

如
き
有
機
体
即
ち
自
然
目
的
に
対
し
て
は
手
段
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
植
物
は
草
食
動
物
の
た
め

に
、
草
食
動
物
は
肉
食
動
物
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
人
間
の
た
め
に
存
在
す
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
か
よ
う
に
し
て
自
然
を
外
面
的
合
目
的
性
に
従
っ
て
体
系
化
し
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
外
面
的
合

目
的
性
の
体
系
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
自
然
の
う
ち
に
内
面
的
合
目
的
性
を
有
す
る
も
の
が
存
在
す
る
た
め
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
で
は
目
的
の
体
系
は
真
に
体
系
と
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
外
面
的
合
目
的
性
は
相
対
的

合
目
的
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
植
物
は
草
食
動
物
の
た
め
に
、
草
食
動
物
は
肉
食
動
物
の

た
め
に
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
人
間
の
た
め
に
存
在
す
る
と
考
え
得
る
と
共
に
、
逆
に
、
草
食
動
物
は
植
物
の
繁
茂
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を
調
節
す
る
た
め
に
、
肉
食
動
物
は
草
食
動
物
の
貪
食
を
制
限
す
る
た
め
に
、
ま
た
人
間
は
肉
食
動
物
の
跳
梁
を

鎮
圧
す
る
た
め
に
、
か
く
て
す
べ
て
は
植
物
の
適
当
な
繁
茂
の
た
め
に
存
在
す
る
と
も
考
え
得
る
か
ら
で
あ
る
。

如
何
な
る
自
然
物
も
相
対
的
目
的
以
上
の
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
し
か
る
に
全
体
の
自
然
が
真
に
目
的
の
体
系
を

形
作
る
た
め
に
は
、
一
切
が
そ
れ
に
向
っ
て
統
一
さ
れ
る
一
つ
の
「
最
後
の
目
的
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か

も
有
機
体
は
自
然
目
的
で
は
あ
る
が
、
自
然
の
目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
或
る
物
を
そ
の
内
面
的
形
式
の
故

に
自
然
目
的 N

aturzw
eck 

と
し
て
判
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
物
の
存
在
を
自
然
の
目
的 Zw

eck der N
atur 

と
考

え
る
こ
と
と
は
全
く
別
の
こ
と
で
あ
る
。」
自
然
の
目
的
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、「
単
に
或
る
可
能
な
目
的
の
概

念
で
は
な
く
、
自
然
の
究
極
目
的 Endzw

eck

（scopus

）
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
我
々
の
一

切
の
目
的
論
的
自
然
認
識
を
遥
か
に
超
え
る
と
こ
ろ
の
、
超
感
性
的
な
或
る
も
の
へ
の
自
然
の
関
係
を
必
要
と
す

る
。
蓋
し
自
然
そ
の
も
の
の
目
的
は
自
然
を
超
え
て
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。」
と
カ
ン
ト
は

書
い
て
い
る
。＊

究
極
目
的
は
自
然
に
よ
っ
て
作
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
無
制
約
的
な
も
の

で
あ
り
、
し
か
る
に
自
然
に
お
け
る
一
切
は
つ
ね
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。
究
極
目
的
は
自
然
を
超
え

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
絶
対
的
な
目
的
と
し
て
、
如
何
な
る
他
の
も
の
に
対
し
て
も
最
早
や
手
段

と
は
考
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
究
極
目
的
は
カ
ン
ト
に
依
る
と
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
ほ
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か
な
ら
な
い
。「
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
つ
い
て
は
最
早
や
、
彼
は
何
の
た
め
に
（quem

 in finem

）
存

在
す
る
か
、
と
問
う
こ
と
が
で
き
ぬ
。」
彼
は
自
己
目
的 Selbstzw

eck 

で
あ
る
。
も
と
よ
り
人
間
と
雖
も
、
感

性
的
存
在
と
し
て
は
、
自
然
に
お
け
る
一
物
、
単
に
一
つ
の
有
機
体
と
し
て
は
、
か
か
る
も
の
と
考
え
ら
れ
得
な

い
。
究
極
目
的
は
「
叡
智
体
」N

oum
enon 

と
し
て
の
人
間
、「
超
感
性
的
能
力
（
自
由
）」ein übersinnliches 

Verm
ögen

（die Freiheit
）
を
有
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
、
即
ち
「
道
徳
の
主
体
」Subjekt der M

oralität 

と

し
て
の
人
間
で
あ
る
。「
と
こ
ろ
で
世
界
の
事
物
は
、
そ
の
存
在
に
お
い
て
依
存
的
な
も
の
と
し
て
、
目
的
に
従

っ
て
行
動
す
る
最
高
の
原
因
を
必
要
と
す
る
と
す
れ
ば
、
人
間
こ
そ
創
造
の
究
極
目
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の

も
の
な
く
し
て
は
互
い
に
従
属
的
な
目
的
の
連
鎖
は
完
全
に
は
基
礎
附
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
た
だ

人
間
に
お
い
て
の
み
、
し
か
も
た
だ
道
徳
の
主
体
と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
の
み
、
目
的
に
関
す
る
無
制
約
的
立

法
を
認
め
得
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
が
初
め
て
人
間
を
し
て
全
自
然
の
目
的
論
的
に
従
属
し
て
い
る
究
極
目

的
で
あ
る
こ
と
を
得
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。＊
＊」

か
よ
う
に
し
て
自
然
に
お
け
る
互
い
に
従
属
的
な
目
的
の
連
鎖
は

自
然
の
究
極
目
的
の
認
識
に
よ
っ
て
初
め
て
完
全
に
基
礎
附
け
ら
れ
る
、
な
ぜ
な
ら
自
然
に
お
け
る
目
的
の
連
鎖

に
お
い
て
最
後
の
目
的
と
し
て
こ
れ
を
体
系
に
完
結
せ
し
め
る
も
の
は
、
自
然
の
究
極
目
的
に
関
係
し
て
可
能
に

な
る
の
で
あ
る
か
ら
。
自
然
の
「
最
後
の
目
的
」letzter Zw

eck 
の
概
念
と
「
究
極
目
的
」Endzw

eck 

の
概
念
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と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
の
最
後
の
目
的
は
自
然
の
目
的
論
的
連
鎖
に
お
け
る
最
後
の
項
と
し
て
内

在
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
究
極
目
的
は
自
然
を
超
え
て
超
越
的
で
あ
る
、
そ
の
認
識
は
「
我
々
の
一
切
の
目
的

論
的
自
然
認
識
を
遥
か
に
超
え
て
い
る
。」
し
か
も
自
然
の
最
後
の
目
的
の
概
念
は
究
極
目
的
の
概
念
を
俟
っ
て

可
能
に
な
る
。
超
越
的
な
も
の
は
内
在
的
な
も
の
の
根
拠
で
あ
る
。
人
間
が
自
然
の
究
極
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
人
間
を
自
然
の
最
後
の
目
的
と
し
て
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
場
合
共
に
人
間
が
考
え

ら
れ
る
に
し
て
も
、
自
然
の
究
極
目
的
は
道
徳
の
主
体
と
し
て
の
人
間
で
あ
り
、
自
然
の
最
後
の
目
的
は
人
間
に

お
け
る
文
化
で
あ
る
。「
た
だ
文
化
が
最
後
の
目
的
で
あ
り
得
る＊
＊
＊」

と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て

人
間
は
目
的
の
概
念
に
関
し
て
三
様
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
人
間
は
他
の
有
機
体
と
同
じ
く
有
機
的

存
在
と
し
て
「
自
然
目
的
」
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
自
然
目
的
で
あ
る
の
み
で
な
く
、第
二
に
ま
た
自
然
の
「
最

後
の
目
的
」
で
あ
り
、「
こ
れ
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
他
の
自
然
物
は
目
的
の
体
系
を
形
作
る
」
の

で
あ
る
。
か
か
る
自
然
の
最
後
の
目
的
は
人
間
の
文
化
で
あ
る
。
し
か
る
に
第
三
に
人
間
が
自
然
の
最
後
の
目
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
自
然
の
「
究
極
目
的
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
究
極
目
的
は
自
然

を
全
く
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
た
だ
道
徳
的
存
在
即
ち
自
由
な
主
体
と
し
て
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
文
化
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
文
化
は
人
間
の
幸
福
と
同
じ
で
は
な
い
。
幸
福
は
人
間
が
自
然
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の
物
と
し
て
お
の
ず
か
ら
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
実
に
彼
自
身
の
最
後
の
自
然
の
目
的
（
自
由
の
目
的

で
は
な
い
）
で
は
あ
る
が
、
彼
に
よ
っ
て
決
し
て
達
せ
ら
れ
な
い
」
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
の
幸
福
へ
の

欲
望
は
決
し
て
満
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
性
質
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
。
他
方
自
然
は
人
間
を

幸
福
に
関
し
て
特
別
の
寵
児
と
し
て
選
び
、
他
の
動
物
に
ま
さ
っ
て
そ
の
慈
愛
に
浴
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
幸
福
を
求
め
る
も
の
と
し
て
人
間
は
「
つ
ね
に
た
だ
自
然
目
的
の
連
鎖
に
お
け
る
一
項
に
過
ぎ
な
い
」
の
で

あ
る
。
幸
福
は
自
然
の
最
後
の
目
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
人
間
を
自
然
の
最
後
の
目
的
と
し
て
考
え
る
た
め

に
は
、「
人
間
が
究
極
目
的
で
あ
る
た
め
に
み
ず
か
ら
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
対
し
て
、
彼
を
準
備
す
る
た
め

に
、
自
然
が
為
し
得
る
も
の
」
を
探
し
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
幸
福
は
地
上
に
お
け
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る

目
的
の
「
内
容
」M

aterie 

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
彼
の
全
目
的
と
す
る
と
き
、
彼
は
自
己
の
存
在
の
究
極
目
的
を

立
て
て
こ
れ
に
合
致
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
自
然
に
お
け
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
目
的
の
う
ち
自
然
の
最

後
の
目
的
と
見
ら
れ
得
る
の
は
た
だ
、「
自
己
自
身
に
一
般
に
目
的
を
立
て
、
そ
し
て
（
彼
の
目
的
規
定
に
お
い

て
自
然
か
ら
独
立
に
）
自
然
を
、
彼
の
自
由
な
目
的
一
般
の
格
率
に
適
合
し
て
、
手
段
と
し
て
使
用
す
る
有
能
性 

Tauglichkeit 

と
い
う
、
形
式
的
主
観
的
制
約
」
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
「
理
性
的
存
在
の
任
意
の
目
的
一
般
に

対
す
る
（
従
っ
て
彼
の
自
由
に
お
け
る
）
有
能
性
の
産
出
が
即
ち
文
化
で
あ
る
。」
そ
れ
は
自
然
が
自
己
の
外
に
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横
た
わ
る
究
極
目
的
に
関
し
て
遂
行
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
文
化
は
自
然
の
最
後
の
目
的
で
あ
る
。
か
よ

う
に
し
て
カ
ン
ト
は
自
然
に
文
化
的
合
目
的
性
を
認
め
た
。
そ
し
て
あ
た
か
も
有
機
体
に
お
い
て
何
物
も
無
目
的

で
な
く
、
無
駄
で
な
い
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、「
世
界
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
何
か
の
た
め
に
役
立
つ
の

で
あ
り
、
何
物
も
そ
こ
に
お
い
て
無
駄
で
な
い
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
文
化
的
合
目
的
性
は
道
徳

或
い
は
自
由
を
根
拠
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
文
化
が
自
然
の
最
後
の
目
的
で
あ
り
得
る
の
は
、
自
然
の
究
極

目
的
で
あ
る
道
徳
へ
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
人
間
の
目
的
は
文
化
に
あ
る
の
で
な
く
、
文
化
の
目
的
が
人
間

（
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
）
に
あ
る
の
で
あ
る
。
文
化
的
合
目
的
性
は
究
極
に
お
い
て
道
徳
的
合
目
的
性
で
あ
る
。

そ
れ
は
人
間
の
道
徳
的
自
覚
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
い
う
、「
人
間
は
悟
性
を
、
従
っ
て
自

己
自
身
に
随
意
に
目
的
を
立
て
る
能
力
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
地
上
に
お
け
る
唯
一
の
存
在
と
し
て
、
自
然
の
適

格
の
主
人
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
自
然
を
目
的
論
的
体
系
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
規
定
に
お
い
て
自
然
の
最

後
の
目
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
か
る
こ
と
は
つ
ね
に
た
だ
、
彼
が
そ
れ
を
理
解
し
て
、
自
然
並
び
に
彼
自
身
に

対
し
、
自
然
か
ら
独
立
に
そ
れ
自
身
十
分
で
あ
り
得
る
如
き
、
従
っ
て
究
極
目
的
―
―
こ
の
も
の
は
自
然
の
う
ち

に
決
し
て
求
め
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
―
―
で
あ
り
得
る
如
き
目
的
関
係
を
与
え
る
意
志
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
条
件

の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
。」
人
間
は
道
徳
的
自
覚
に
お
い
て
自
然
を
合
目
的
的
な
も
の
と
し
て
判
定
す
る
の
で
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あ
る
。
彼
の
道
徳
的
自
覚
に
お
け
る
「
汝
為
し
能
う
、
汝
為
す
べ
き
が
故
に
。」D

u kannst, denn du sollst. 

と

い
う
確
信
に
お
い
て
自
然
は
合
目
的
的
と
し
て
判
定
さ
れ
る
。

＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 67.

＊
＊
　V

gl. a. a. O
. § 84.

＊
＊
＊
　V

gl. a. a. O
. § 83.

と
こ
ろ
で
文
化
的
合
目
的
性
は
歴
史
的
合
目
的
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
に
依
る
と
「
人
間
性
の

発
達
」
に
お
け
る
合
目
的
性
で
あ
る
。
文
化
は
目
的
一
般
に
対
す
る
有
能
性
で
あ
り
、
こ
の
目
的
は
人
間
が
自
然

と
の
結
合
に
よ
っ
て
促
進
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
目
的
一
般
の
促
進
に
対
す
る
有
能
性
の
重
要
な
主
観

的
制
約
は
、
一
方
に
お
い
て
練
達
の
文
化 die K

ultur der G
eschicklichkeit 

で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
訓
練
の

文
化 die K

ultur der Zucht

（D
isziplin

）
で
あ
る
。
後
者
は
欲
望
の
専
制
か
ら
の
意
志
の
解
放
に
存
す
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
意
志
は
、
目
的
に
対
す
る
有
能
性
の
全
範
囲
に
と
っ
て
本
質
的
に
重
要
な
、
目
的
の
規
定
と
撰
択
と

に
お
い
て
促
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
化
の
要
求
に
関
し
て
、諸
々
の
傾
向
性
の
暴
政
を
次
第
に
減
殺
し
て
、

理
性
の
支
配
に
対
し
て
人
間
を
準
備
す
る
「
自
然
の
合
目
的
的
な
努
力
」
が
存
在
し
て
い
る
。
諸
々
の
傾
向
性
の

た
め
に
生
ず
る
禍
は
、
同
時
に
精
神
の
力
を
喚
起
し
、
増
進
し
、
錬
磨
し
て
、
我
々
を
し
て
そ
の
よ
う
な
傾
向
性
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に
屈
服
し
な
い
で
、
自
然
の
与
え
得
る
よ
り
も
よ
り
高
い
目
的
を
受
け
容
れ
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
発
達
を
結
果
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
第
一
の
練
達
の
文
化
は
人
間
の
間
の
不
平
等
を
介
し
て
発
達
さ
せ
ら
れ

る
。
即
ち
一
方
生
活
に
必
需
の
も
の
の
生
産
に
ひ
ま
な
き
階
級
が
あ
り
、
他
方
そ
の
た
め
に
閑
暇
を
与
え
ら
れ
て

学
問
や
芸
術
に
携
わ
り
得
る
階
級
が
あ
る
。
し
か
も
後
者
の
文
化
は
前
者
の
上
に
も
拡
が
っ
て
ゆ
く
。
し
か
る
に

か
か
る
文
化
の
進
歩
に
つ
れ
て
禍
は
両
者
の
側
に
お
い
て
、
前
者
は
他
の
者
の
侵
害
に
よ
っ
て
、
後
者
は
内
的
な

不
満
に
よ
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
増
し
て
く
る
。「
し
か
も
こ
の
輝
か
し
い
悲
惨 das glänzende Elend 

は
人
類
に

お
け
る
自
然
的
素
質
の
発
達
と
結
び
附
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、自
然
そ
の
も
の
の
目
的
は
、た
と
い
そ
れ
が
我
々

の
目
的
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
際
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」
自
然
が
自
己
の
究
極
意
図
を
達
し
得
る
た
め
の

形
式
的
制
約
は
、
個
人
の
互
い
に
矛
盾
す
る
自
由
の
破
壊
に
、
市
民
的
社
会 bürgerliche G

esellschaft 

と
呼
ば

れ
る
一
つ
の
全
体
に
お
け
る
合
法
的
強
力
が
対
抗
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
自
然
的
素
質
の
最
大
の
発

達
は
こ
の
市
民
的
社
会
或
は
国
家
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
更
に
、
国
家
は
互

い
に
他
を
侵
害
す
る
危
険
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
防
止
の
た
め
に
一
つ
の
世
界
市
民
的
全
体 ein w

eltbürgerliches 

G
anze 

即
ち
す
べ
て
の
国
家
の
一
つ
の
体
系
が
必
要
で
あ
る
。
最
も
恐
る
べ
き
戦
争
も
、「
諸
国
家
の
自
由
に
関

す
る
合
法
則
性
を
、
か
く
し
て
諸
国
家
の
道
徳
的
に
基
礎
附
け
ら
れ
た
体
系
の
統
一
を
、
樹
立
し
な
い
ま
で
も
準
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備
す
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
無
意
図
の
（
拘
束
な
き
激
情
に
駆
ら
れ
た
）
企
て
で
あ
る
と
共
に
、
最
高
の
叡
智
の

隠
れ
た
、
恐
ら
く
意
図
的
な
企
て
で
あ
る
。」
と
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
。＊

か
く
の
如
き
彼
の
思
想
は
ヘ
ー
ゲ
ル

の
い
わ
ゆ
る
理
性
の
狡
智 List der Vernunft 

を
想
起
さ
せ
る
に
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
判
断
力
批
判
に
現

れ
た
右
の
思
想
は
明
ら
か
に
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
的
諸
著
即
ち
『
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
一
般
史
考
』、『
人

間
歴
史
の
臆
測
的
始
源
』、『
永
久
平
和
論
』
等
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
人
間
種
族
の
歴
史
は
「
自
然
の

隠
れ
た
計
画
の
遂
行
」
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
立
場
は
「
目
的
論
的
自
然
論
」teleologische N

aturlehre 

に
ほ
か

な
ら
な
い＊
＊。
個
々
の
人
間
は
、
全
体
の
民
族
で
さ
え
も
、
め
い
め
い
気
侭
に
、
互
い
に
他
に
反
対
し
て
、
自
己
の

意
図
を
追
求
す
る
と
思
い
な
が
ら
、
実
は
無
意
識
的
に
「
自
然
の
意
図
」
を
実
現
す
る
た
め
に
働
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
自
然
が
そ
の
意
図
を
成
就
す
る
た
め
に
用
い
る
手
段
は
「
非
社
交
的
社
交
性
」
で
あ
り
、
こ
の
矛
盾
し
た

も
の
か
ら
結
局
合
法
則
的
な
秩
序
が
結
果
す
る
。
か
よ
う
に
人
間
の
矛
盾
を
通
じ
て
彼
等
の
意
志
に
反
し
て
さ
え

調
和
を
も
た
ら
す
も
の
は
「
大
な
る
芸
術
家
・
自
然
」die grosse K

ünstlerin N
atur (natura daedala rerum

) 

で

あ
る＊
＊
＊。
こ
の
自
然
が
純
粋
理
性
批
判
や
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
で
論
じ
ら
れ
た
自
然
と
全
く
異
な
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
歴
史
的
自
然
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
の
哲
学
に
お
け
る
自
然

に
類
似
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
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二
二

さ
て
歴
史
的
自
然
は
、
純
粋
理
性
批
判
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
如
き
対
象
的
に
見
ら
れ
た
自
然
で
は
な
く
、
主

体
的
に
見
ら
れ
た
自
然
で
あ
る
。「
大
な
る
芸
術
家
・
自
然
」
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
有

機
的
生
命
的
自
然
も
か
か
る
歴
史
的
自
然
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
自
然
は
形
成
的
自

然
で
あ
り
、
自
然
の
技
術
と
い
う
も
の
は
元
来
こ
れ
に
関
係
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
か
か
る
歴
史
的
自

然
の
問
題
を
合
目
的
性
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
。
合
目
的
性
の
問
題
は
単
に
自
然
の
問
題
で
な
く
、
自
然
と
自
由

或
い
は
イ
デ
ー
と
の
結
合
の
問
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
有
機
体
は
そ
の
根
拠
に
関
し
て
叡
智
的
基
体
を

前
提
す
る
が
、
有
機
体
の
存
在
の
事
実
は
ひ
い
て
全
自
然
の
根
柢
に
「
創
造
的
悟
性
」ein schaffender Verstand 
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を
考
え
さ
せ
る
。
し
か
る
に
か
よ
う
に
し
て
歴
史
的
自
然
を
合
目
的
的
と
考
え
る
こ
と
は
却
っ
て
自
由
を
否
定
す

る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
的
諸
著
の
う
ち
に
、
ま
た
判
断
力
批
判
の

う
ち
に
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
理
性
の
狡
智
に
類
似
す
る
思
想
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
世

界
の
合
目
的
性
は
救
わ
れ
る
に
し
て
も
、人
間
の
自
由
は
そ
の
際
幻
想
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

個
々
の
人
間
は
、
全
体
の
民
族
で
さ
え
も
、
め
い
め
い
自
由
に
活
動
し
て
い
る
と
思
い
な
が
ら
、
実
は
自
然
の
意

図
の
遂
行
の
た
め
の
傀か
い
ら
い儡

に
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
カ
ン
ト
は
合
目
的
性
と
は
偶
然
的
な
も
の
の
合
法
則
性

で
あ
る
と
定
義
し
た
。
比
量
的
悟
性
或
い
は
分
析
的
普
遍
の
立
場
に
お
い
て
偶
然
的
な
も
の
は
、
直
観
的
悟
性
或

い
は
綜
合
的
普
遍
の
立
場
に
お
い
て
合
法
的
な
も
の
、
従
っ
て
必
然
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
目
的
論

の
論
理
は
直
観
的
悟
性
の
論
理
、
綜
合
的
普
遍
の
論
理
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
論
理
は
個
体
の
独
自
性
と
自
由

と
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。＊

カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
、「
と
こ
ろ
で
そ
の
存
在
或
い
は
形
式
が
目
的
の
制
約
の

も
と
に
お
い
て
可
能
と
し
て
表
象
さ
れ
る
物
の
概
念
は
、
そ
の
偶
然
性
（
自
然
法
則
か
ら
見
た
）
の
概
念
と
不
可

離
に
結
び
附
い
て
い
る
」
＊
＊

合
目
的
性
の
概
念
は
偶
然
性
の
概
念
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
悟
性
の
立
場
に
お
い

て
は
ど
こ
ま
で
も
偶
然
的
な
も
の
が
あ
る
か
ら
、
合
目
的
性
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
一
切
の
自

然
形
態
を
実
体
に
内
属
す
る
様
態
と
見
た
。
か
か
る
基
体
的
根
拠
の
想
定
は
、
あ
ら
ゆ
る
偶
然
性
を
消
滅
さ
せ
る
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と
共
に
合
目
的
性
を
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
る
に
悟
性
の
論
理
に
お
い
て
偶
然
的
な
も
の
の
合
法
則

性
を
直
観
的
悟
性
の
論
理
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
は
結
局
同
じ
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
偶
然
性
を
消
滅
さ
せ
る
と
共

に
合
目
的
性
を
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、す
べ
て
が
必
然
的
で
あ
る
な
ら
、

真
に
実
践
的
な
意
味
に
お
け
る
合
目
的
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
簡
単
に
言
う
と
、
直
観
的
悟
性
の
論
理
に
よ
っ

て
は
目
的
論
さ
え
も
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
は
実
体 Substanz 

で
は
な
く
主
体 

Subjekt 

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
イ
デ
ー
の
論
理
が
綜
合
的
普
遍
の
論
理
で
あ
る
限
り
、

イ
デ
ー
の
哲
学
は
最
も
現
実
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
の
哲
学
、
歴
史
の
哲
学
で
あ
り
得
ず
、
真
に
行
為
的
な
意

味
に
お
け
る
合
目
的
性
を
基
礎
附
け
得
な
い
。
合
目
的
性
の
概
念
は
偶
然
性
の
概
念
と
不
可
離
に
結
び
附
い
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
目
的
論
的
意
味
に
お
い
て
も
偶
然
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
真
に
行
為
的
に
考
え
ら
れ
た
合
目
的
性
は
単
な
る
目
的
論
で
は
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
私
は
合
目
的
性
の
概

念
も
直
観
的
悟
性
の
論
理
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
構
想
力
の
論
理
に
よ
っ
て
基
礎
附
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え

る
。＊

　V
gl. E. Lask, Fichtes Idealism

us und die G
eschichte.

＊
＊
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ritik der U
rteilskraft, § 75.
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い
わ
ゆ
る
目
的
論
は
内
在
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
論
理
が
有
機
体
説 O

rganologie 

と
考
え
ら
れ
る
の

も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
有
機
体
を
芸
術
の
類
比
物
と
見
る
の
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。「
な
ぜ
な
ら
そ
の
場
合
、
そ
の
物
の
外
部
に
芸
術
家
（
理
性
的
存
在
）
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
。
そ

れ
は
む
し
ろ
み
ず
か
ら
自
己
を
有
機
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
有
機
化
さ
れ
た
産
物
の
各
々
の
種
に
お
い
て
全

体
と
し
て
は
同
一
の
範
例
に
従
い
な
が
ら
、
四
囲
の
状
況
に
応
じ
て
自
己
保
存
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
巧
妙
な
差

異
を
伴
う
の
で
あ
る
。」＊

有
機
体
は
自
然
物
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
内
在
的
に
見
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
有
機
体
説

は
内
在
論
で
あ
る
。
し
か
る
に
単
な
る
内
在
論
の
立
場
に
お
い
て
は
自
由
は
な
く
、
歴
史
も
考
え
ら
れ
な
い
。
カ

ン
ト
は
右
の
言
葉
に
も
拘
ら
ず
既
に
有
機
体
に
つ
い
て
そ
の
根
拠
と
し
て
経
験
を
超
え
た
「
叡
智
的
基
体
」
或
い

は
「
創
造
的
悟
性
」
或
い
は
「
自
然
の
根
源
的
根
拠
」U

rgrund der N
atur 

を
考
え
た
。
有
機
的
生
命
的
自
然
も

歴
史
的
自
然
と
し
て
そ
の
根
柢
に
何
等
か
超
越
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
の
歴
史
哲
学
的
諸
著
に
は
な

お
内
在
論
的
傾
向
が
著
し
い
の
に
対
し
て
、
判
断
力
批
判
の
特
徴
は
か
か
る
超
越
論
的
傾
向
に
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
彼
の
自
由
の
概
念
の
超
越
論
的
傾
向
に
基
づ
い
て
い
る
。
か
く
て
合
目
的
性
の
概
念
は
そ

の
根
拠
と
し
て
叡
智
的
原
理
を
要
求
す
る
が
、
こ
の
も
の
は
全
く
経
験
を
超
え
て
い
る
か
ら
、
従
っ
て
合
目
的
性

は
単
に
反
省
的
判
断
力
に
と
っ
て
規
制
的
原
理
と
し
て
役
立
つ
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
主
観
的
な
も
の
と
看
做
さ
れ
た
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の
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
既
に
論
じ
て
き
た
如
く
反
省
的
判
断
力
は
単
に
反
省
的
に
止
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

歴
史
に
お
い
て
は
自
由
と
自
然
と
が
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
超
越
的
な
も
の
は
単
に
超
越
的
で
あ
る
の
で
な
く

同
時
に
内
在
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
結
合
は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
い
う
、「
道

徳
的
法
則
が
命
令
と
し
て
（
及
び
そ
れ
に
適
合
す
る
行
動
が
義
務
と
し
て
）
表
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
理
性
が
こ
の
必
然
性
を
存
在 Sein

（G
eschehen

【
有
る
】）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
当
為 Sein-Sollen 

に

よ
っ
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
我
々
の
実
践
的
能
力
の
主
観
的
性
質
に
由
来
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は

明
瞭
で
あ
る
。
か
よ
う
な
こ
と
は
、
も
し
理
性
が
感
性
（
自
然
の
対
象
に
対
す
る
そ
の
適
用
の
主
観
的
制
約
と
し

て
の
）
な
し
に
そ
れ
自
身
の
因
果
性
に
従
っ
て
、
即
ち
叡
智
的
な
、
道
徳
的
法
則
と
全
く
一
致
す
る
世
界
、
そ
こ

で
は
当
為
と
行
為
と
の
間
に
、
我
々
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
実
践
的
法
則
と
、
我
々
に
よ
っ
て

現
実
的
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
理
論
的
法
則
と
の
間
に
、
何
等
の
区
別
も
存
し
な
い
世
界
に
お
け
る
原
因
と
見

ら
れ
る
な
ら
ば
、
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。＊
＊」
あ
る
も
の
と
あ
る
べ
き
も
の
と
の
、
行
為
と
当
為
と
の
対
立
は
、
そ

の
直
観
が
感
性
的
で
あ
り
、
従
っ
て
感
性
と
悟
性
と
が
ど
こ
ま
で
も
二
つ
の
も
の
で
あ
る
人
間
の
主
観
的
制
約
に

由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
、
知
的
直
観
或
い
は
直
観
的
悟
性
に
お
い
て
は
か
か
る
対
立
は
な
く
、
存
在
と
当
為
、
出

来
事
と
自
由
は
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、従
っ
て
ま
た
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
く
の
如
き
理
性
の
統
一
の
立
場
に
立
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
場
合
綜
合
的
普
遍
の
論
理
に
従
っ
て

自
由
は
却
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
か
か
る
立
場
に
ま
で
進
ま
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ

て
は
直
観
的
悟
性
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
理
性
理
念
で
は
あ
る
が
、
人
間
悟
性
に
と
っ
て
達
す
べ
か
ら
ざ
る
問
題
的

な
概
念
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
歴
史
が
考
え
ら
れ
る
た
め
に
は
自
然
と
自
由
と
の
結
合
が
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
歴
史
の
論
理
は
、
比
量
的
悟
性
の
立
場
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、
直
観
的
悟
性
の
立
場
に

お
い
て
も
考
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
立
場
に
お
い
て
考
え
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊
　K

ritik der U
rteilskraft, § 65.

＊
＊
　O

p. cit., § 76.

こ
の
問
題
は
、
前
に
提
出
し
て
お
い
た
問
題
即
ち
機
械
論
と
目
的
論
と
の
統
一
の
問
題
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ

う
。
因
果
性
と
合
目
的
性
と
の
統
一
は
有
機
体
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
一
般
に
自
然
の
技
術
に
お

い
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
人
間
の
技
術
に
お
い
て
は
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
有
機
体
を
合
目

的
性
と
考
え
た
が
、
そ
の
場
合
機
械
論
は
目
的
論
に
対
す
る
従
属
的
な
手
段
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
る
に
か
よ
う

な
見
方
は
我
々
の
自
然
科
学
的
研
究
に
お
け
る
、
更
に
我
々
の
技
術
的
構
成
に
お
け
る
因
果
論
の
重
さ
に
反
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
技
術
家
は
目
的
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ど
こ
ま
で
も
因
果
論
を
追
求
す
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
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ろ
う
。
し
か
も
彼
の
作
り
出
し
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
目
的
論
的
構
造
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
に

我
々
は
カ
ン
ト
が
芸
術
に
つ
い
て
語
っ
た
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
の
概
念
を
想
い
起
す
。
芸
術
家
に
と
っ
て
イ

デ
ー
は
予
め
目
的
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
目
的
の
な
い
彼
の
活
動
は
自
由
で
あ
る
。
イ
デ
ー

は
彼
の
行
為
的
直
観
の
中
か
ら
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
デ
ー
は
理
性
概
念
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
が
考
え

た
よ
う
に
構
想
力
の
表
象
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
表
現
的
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
い
っ
た
よ
う
に

生
産
的
構
想
力
は
根
源
的
表
出 exhibitio originaria 

の
能
力
で
あ
る
。
イ
デ
ー
は
も
と
構
想
力
の
う
ち
に
生
れ

る
が
、
ひ
と
た
び
出
来
上
っ
た
も
の
を
反
省
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
芸
術
に
お
け
る
イ
デ
ー
も
合
目
的
性
を
現

し
て
い
る
。
芸
術
作
品
が
し
ば
し
ば
有
機
体
と
の
類
比
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。「
目
的

な
き
目
的
論
」Teleologie ohne Telos 
真
に
行
為
的
な
意
味
に
お
け
る
目
的
論
で
あ
る
。
芸
術
的
活
動
に
目
的

が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
無
目
的
、
無
方
向
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
芸
術
家
の
構
想
力
に
お
い
て

産
出
さ
れ
る
表
象
に
よ
っ
て
つ
ね
に
方
向
附
け
ら
れ
て
い
る
。
イ
デ
ー
は
理
性
に
よ
っ
て
先
験
的
に
与
え
ら
れ
た

も
の
で
な
く
、構
想
力
の
根
源
的
な
表
象
の
反
省
的
に
捉
え
ら
れ
た
も
の
が
い
わ
ゆ
る
イ
デ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

か
く
の
如
き
関
係
は
歴
史
的
自
然
の
形
成
作
用
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
歴
史
を

芸
術
と
見
る
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
歴
史
の
根
柢
に
構
想
力
の
論
理
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
は
一
般
に
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形
成
的
な
も
の
、
技
術
的
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
た
如
く
先
験
的
に
構
成

さ
れ
得
る
イ
デ
ー
に
従
っ
て
動
く
の
で
は
な
い
。
歴
史
は
理
性
に
従
っ
て
で
な
く
構
想
力
に
従
っ
て
作
ら
れ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
歴
史
の
理
性
は
構
想
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
歴
史
を
何
等
か
イ
デ
ー
の
発
展
の
目
的

論
的
体
系
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
過
去
の
歴
史
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
反
省
す
る

立
場
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
合
目
的
性
を
反
省
的
判
断
力
に
帰
し

た
の
は
理
由
の
あ
る
こ
と
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
反
省
的
判
断
力
は
規
定
的
な
も
の
と
し
て
は
構
想
力
を
意
味

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
が
目
的
論
的
必
然
的
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
明
日
の
歴
史
が
全
く

分
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ラ
ン
ケ
の
い
っ
た
よ
う
に
歴
史
は
「
傾
向
」
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
傾
向

と
い
う
の
は
理
性
的
な
必
然
性
で
は
な
い
。
歴
史
的
な
も
の
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
パ
ト
ス

的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
単
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
は
な
く
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
ロ
ゴ
ス
的
な

も
の
と
の
綜
合
で
あ
り
、か
か
る
も
の
と
し
て
構
想
力
の
論
理
に
従
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
構
想
力
の
「
傾
向
」

propensity 

に
つ
い
て
語
っ
た
。
構
想
力
の
傾
向
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
、
一
方
で
は
再
生
的
構
想
力
に
関
し

て
習
慣
或
い
は
伝
統
の
方
向
に
お
い
て
、
他
方
で
は
生
産
的
構
想
力
に
関
し
て
発
明
或
い
は
創
造
の
方
向
に
お
い

て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
習
慣
は
単
に
必
然
的
な
も
の
で
な
く
、
自
由
な
も
の
に
し
て
初
め
て
習
慣
も
作
ら
れ
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経
験

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
偶
然
性
を
含
む
必
然
性
と
し
て
傾
向
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
創
造
も
単
に
偶
然
的
な
も
の
で

は
な
い
。
伝
統
を
離
れ
て
創
造
も
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
す
で
に
そ
れ
は
必
然
的
で
あ
る
。
創
造
も
歴
史
の

傾
向
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
パ
ト
ス
的
で
あ
る
と
共
に
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
と
共
に
パ
ト
ス
的

で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
傾
向
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
歴
史
は
目
的
論
的
な
も
の
で
は
な
い
故
に
、
歴
史
家
が
こ
れ
を

ど
こ
ま
で
も
因
果
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
彼
の
構
想
力
の
表
象
が

つ
ね
に
彼
の
研
究
の
根
柢
に
働
く
の
で
あ
る
。
技
術
的
発
明
の
場
合
に
お
い
て
も
、
技
術
家
は
ど
こ
ま
で
も
因
果

論
を
追
求
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
根
柢
に
は
絶
え
ず
彼
の
構
想
力
の
表
象
が
働
い
て
い
る
。
イ
デ
ー
は
も
と
構
想

力
に
お
い
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
理
性
概
念
と
し
て
の
イ
デ
ー
を focus im

aginarius 

と
呼
び
、
ま
た 

projektierte Einheit 

と
称
し
た
こ
と
は
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
興
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。＊

根
源
的
に
は
構
想
力

の
表
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
ー
は
概
念
と
し
て
固
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
カ
ン
ト
が
合
目
的

性
を
発
見
的
原
理 heuristisches Prinzip 

と
考
え
た
如
く
、
イ
デ
ー
は
い
わ
ゆ
る
作
業
仮
説 A

rbeits hypothese 

の
如
き
も
の
と
し
て
働
く
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
経
験
は
つ
ね
に
か
く
の
如
き
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
お

い
て
、
カ
ン
ト
が
純
粋
理
性
批
判
第
二
版
の
序
文
の
中
で
、
彼
の
先
験
的
方
法
を
自
然
科
学
に
お
け
る
方
法
論
上

の
変
革
、
即
ち
近
代
科
学
に
お
け
る
実
験
と
関
聯
さ
せ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
実
験
と
い
う
の
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は
経
験
の
中
へ
イ
デ
ー
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
経
験
は
単
に
受
動
的

で
な
く
、
受
動
的
で
あ
る
と
共
に
能
動
的
、
能
動
的
で
あ
る
と
共
に
受
動
的
で
あ
る
。
実
験
は
行
為
的
で
あ
り
、

技
術
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
元
来 experience

（
経
験
）
と
い
う
語
と experim

ent

（
実
験
）
と
い
う
語
と
が
共

に experiri

（to try
）
即
ち
試
み
る
と
い
う
語
か
ら
出
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
科
学
的
な
経
験
（
実
験
）
の
み
で

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
は
実
験
的
、
従
っ
て
ま
た
行
為
的
で
あ
る
。
そ
の
場
合
経
験
は
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
組
立
て

ら
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
つ
ね
に
根
源
的
に
構
想
力
に
よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。
経
験
の
予
料
と
い
う
こ

と
も
そ
こ
に
考
え
ら
れ
る
。
経
験
は
単
に
過
去
と
の
結
合
で
な
く
、
ま
た
未
来
と
の
結
合
で
あ
る
。
経
験
は
過
去

と
未
来
と
が
そ
こ
に
お
い
て
結
び
附
く
現
在
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
も
と
行
為
的
直
観
的
な
も
の
で
あ

る
。
か
か
る
行
為
的
直
観
は
自
己
と
世
界
と
が
撞
着
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
矛
盾
の
統
一
は

構
想
力
の
綜
合
に
お
い
て
か
か
る
直
観
の
内
容
と
な
る
の
で
あ
る
。

＊
　V

gl. K
ritik der reinen Vernunft, B

 672, 675.

構
想
力
の
表
象
は
、
そ
の
形
成
の
跡
を
反
省
す
る
と
き
概
念
的
に
イ
デ
ー
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ

れ
自
身
は
全
く
不
定
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
起
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
我
々
は
カ
ン
ト
の
図
式
論

の
思
想
を
想
い
起
す
。
構
想
力
の
作
用
は
概
念
的
で
は
な
い
が
図
式
的
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
自
然
の
技
術
に
関
し
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経
験

て
、
反
省
的
判
断
力
は
図
式
的
で
は
な
く
て
技
術
的
で
あ
る
と
い
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
図
式
と
い
う
の
は

カ
ン
ト
の
言
葉
に
よ
る
と
「
客
観
的
図
式
論
」der objektive Schem

atism
us 

の
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
い
ま
反

省
的
判
断
力
を
規
定
的
と
し
て
構
想
力
と
見
、
歴
史
の
技
術
的
形
成
作
用
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
客
観
的
図

式
論
に
対
す
る
主
観
的
図
式
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
者
が
自
然
の
法
則
に
関
わ
る

の
に
対
し
て
、
後
者
は
歴
史
に
お
け
る
形
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
な
形
は
こ
の
も
の
に
媒
介
さ
れ
て
行
為

的
に
形
成
さ
れ
る
。
か
か
る
図
式
は
歴
史
の
原
型
と
も
原
現
象
と
も
名
附
け
得
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
実
践
理

性
批
判
の
中
で
一
種
の
図
式
を
問
題
と
し
た
。「
し
か
し
こ
こ
で
は
法
則
に
従
う
場
合
の
図
式 das Schem

a eines 
Falles nach G

esetzen 

で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
則
そ
の
も
の
の
図
式 das Schem

a eines G
esetzes selbst 

が
問
題

な
の
で
あ
る
。」＊

と
こ
ろ
で
意
志
が
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
な
も
の
か
ら
独
立
に
規
定
し
得
る
も
の
で
あ
る
べ
き
自
由

の
法
則
に
と
っ
て
、
図
式
は
何
等
感
性
的
な
も
の
で
あ
り
得
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
図
式
と
い
う
よ
り
も
「
道
徳
法

の
典
型
」der Typus des Sittengesetzes 

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
道
徳
法
の
典
型
は
カ
ン
ト
に

よ
る
と
自
然
の
法
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
然
の
法
則
は「
実
践
的
判
断
力
」praktische U

rteilskraft 

に
と
っ
て
、

道
徳
的
原
理
に
従
っ
て
行
為
の
格
率
を
判
定
す
る
典
型
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
か
よ
う
な
典
型
に
よ
っ
て
自
由

の
法
則
と
自
然
と
は
道
徳
的
行
為
の
た
め
に
媒
介
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
感
性
的
世
界
の
自
然
を
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叡
智
的
自
然
の
典
型
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
「
合
法
則
性
一
般
の
形
式
」
に
関
し
て
の

み
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
自
然
の
法
則
は
そ
の
普
遍
妥
当
性
の
故
に
す
べ
て
の
法
則
性
の
典
型
と
看
做
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
は
道
徳
も
単
に
形
式
的
に
考
え
ら
れ
る
の
ほ
か
な
く
、
自
由
と
自
然

と
の
結
合
は
考
え
ら
れ
ず
、
具
体
的
な
行
為
は
規
定
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
の
図
式
は
自
然
の
う
ち
に
あ

る
の
で
な
く
、
歴
史
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。
自
然
の
法
則
で
は
な
く
、
歴
史
の
図
式
が
我
々
の
行
為
に
と
っ

て
媒
介
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
図
式
も
ま
た
図
式
と
し
て
構
想
力
に
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
構
想
力

は
単
に
内
在
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
内
在
的
と
い
え
ば
、
理
性
の
如
き
も
の
も
内
在
的
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
カ
ン
ト
が
先
験
的
構
想
力
と
い
う
如
く
、
構
想
力
に
は
超
越
的
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
超
越
的

な
と
こ
ろ
が
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
生
産
的
或
い
は
創
造
的
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
真
に
創
造
的
な
も
の
は
内
在

的
で
あ
る
と
共
に
超
越
的
、
超
越
的
で
あ
る
と
共
に
内
在
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
構
想
力
は
一
面
感
性
的
と
し

て
受
容
的
で
あ
る
と
共
に
他
面
悟
性
的
と
し
て
自
発
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
時
間
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
時

間
的
で
あ
る
と
共
に
超
時
間
的
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
超
時
間
的
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
悟
性
的
と
は
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
い
う
図
式
化
さ
れ
た
時
間
が
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
悟
性

或
い
は
意
識
一
般
は
い
わ
ば
空
間
化
さ
れ
た
永
遠
で
あ
っ
た
。
根
源
的
に
は
図
式
論
と
し
て
現
れ
る
構
想
力
の
論
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経
験

理
は
直
観
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
根
源
的
な
概
念
構
成
そ
の
も
の
で
あ
る
。
直
観
か
ら
論
理
が
出
て
く
る
の

で
あ
っ
て
、
論
理
か
ら
直
観
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
人
間
精
神
の
実
際
的
歴
史
」
の
叙
述
は

構
想
力
に
始
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
。
そ
の
彼
に
依
る
と
因
果
の
範
疇
は
構
想
力
か
ら
初
め
て
悟
性
の
う
ち

に
現
れ
る
。「
従
っ
て
い
わ
ゆ
る
作
用 W

irksam
keit 

の
範
疇
は
、
専
ら
構
想
力
の
う
ち
に
生
れ
る
こ
と
が
示
さ

れ
る
。
か
く
し
て
構
想
力
に
よ
っ
て
の
ほ
か
何
物
も
悟
性
の
う
ち
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

（und so ist es, es kann nichts in den Verstand kom
m

en, ausser durch Einbildungskraft.

）」
と
書
い
て
い
る＊
＊。

歴
史
的
範
疇
と
い
う
も
の
は
歴
史
的
な
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
質
料
と
形
相
と
の
、
或
い
は
空
間
的
と
時

間
的
と
の
、
或
い
は
客
観
的
と
主
観
的
と
の
、
或
い
は
機
械
論
と
目
的
論
と
の
、
或
い
は
多
と
一
と
の
、
綜
合
と

考
え
ら
れ
、
か
か
る
も
の
と
し
て
弁
証
法
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
形
は
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
論

理
的
に
分
析
さ
れ
る
。
し
か
し
弁
証
法
的
に
対
立
す
る
も
の
の
綜
合
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
か
か
る
綜

合
の
形
そ
の
も
の
は
、
論
理
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
論
理
的
分
析

の
行
き
着
く
と
こ
ろ
に
直
観
が
、
構
想
力
の
飛
躍
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
な
る
論
理
に
よ
っ
て
形
が
捉
え
ら
れ

る
か
の
如
く
考
え
る
の
は
、
出
来
上
っ
た
形
即
ち
過
去
の
形
を
考
え
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
出
来
つ
つ
あ
る
形
、
未

来
の
形
に
つ
い
て
は
そ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
過
去
の
形
に
つ
い
て
も
形
か
ら
形
へ
の
飛
躍
的
転
化
は
構
想



五
一
六

力
の
媒
介
な
し
に
は
思
惟
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
具
体
的
普
遍
の
中
に
は
構
想
力
が
含
ま
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
弁
証
法
の
根
源
と
結
果
と
に
は
構
想
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊
　K

ritik der praktischen Vernunft, A
kadem

ie-A
usgabe, V. 68.

＊

＊
　Fichte, G

rundriß des Eigenthüm
lichen der W

issenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische 

Verm
ögen, M

edicus-A
usgabe I. 578.

附
記
、
本
稿
は
長
期
に
亙
っ
て
断
続
的
に
書
か
れ
た
た
め
甚
だ
不
完
全
に
な
っ
た
。
特
に
最
後
の
節
で
述
べ
た

こ
と
は
詳
細
な
論
究
を
要
す
る
が
、
今
カ
ン
ト
の
解
釈
を
一
応
終
っ
た
の
で
、
取
敢
え
ず
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る
。

カ
ン
ト
解
釈
と
し
て
も
な
お
不
十
分
な
点
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
は
機
会
を
得
て
補
修
し
た
い
と
思
う
。
構

想
力
の
論
理
そ
の
も
の
は
次
に
「
言
語
」
の
問
題
を
捉
え
て
追
求
し
て
ゆ
く
筈
で
あ
る
。



解
題

第
八
巻
編
者
久
野
収
氏
に
よ
る
と
、
本
巻
に
は
、「
著
者
自
身
の
哲
学
体
系
へ
の
最
初
の
足
が
か
り
を
つ
げ
る
『
構
想
力

の
論
理
』全
文
が
お
さ
め
ら
れ
る
。
そ
の
前
半
は
、昭
和
十
二（
一
九
三
七
）年
五
月
か
ら
翌
十
三
年
五
月
ま
で
、雑
誌『
思
想
』

に
、「
神
話
」「
制
度
」「
技
術
」
の
題
目
を
か
か
げ
て
、
九
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
、
昭
和
十
四
年
七
月
『
構
想
力
の
論

理
第
一
』と
し
て
岩
波
書
店
よ
り
出
版
さ
れ
た
。そ
の
後
半
は
、続
篇
と
し
て
昭
和
十
四
年
九
月
か
ら
昭
和
十
八（
一
九
四
三
）

年
七
月
ま
で
、
同
じ
く
『
思
想
』
に
、「
経
験
」
の
題
目
を
か
か
げ
て
、
十
二
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
、
著
者
の
獄
死
後
、

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
六
月
『
構
想
力
の
論
理
　
第
二
』
と
し
て
岩
波
書
店
よ
り
出
版
さ
れ
た
。」

『
思
想
』
に
発
表
さ
れ
た
年
次
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

神
話
（
上
）　
一
―
三 
昭
和
十
二
年
五
月
（1937

年5

月
）

神
話
（
中
）　
四
―
六 

昭
和
十
二
年
六
月

神
話
（
下
）　
七
―
九 

昭
和
十
二
年
七
月

制
度
（
一
）　
一
―
三 

昭
和
十
二
年
八
月

制
度
（
二
）　
四
―
六 

昭
和
十
二
年
九
月

制
度
（
三
）　
七
―
九 

昭
和
十
二
年
十
月

技
術
（
一
）　
一
―
二 

昭
和
十
三
年
二
月
（1938
）

技
術
（
二
）　
三
―
五 

昭
和
十
三
年
三
月



技
術
（
三
）　
六
―
八 

昭
和
十
三
年
五
月

経
験
（
一
）　
一
―
三 

昭
和
十
四
年
九
月
（1939

）

経
験
（
二
）　
四
―
五 

昭
和
十
五
年
八
月
（1940

）

経
験
（
三
）　
六
―
七 

昭
和
十
五
年
十
一
月

経
験
（
四
）　
八 

昭
和
十
五
年
十
二
月

経
験
（
五
）　
九 

昭
和
十
六
年
一
月
（1941

）

経
験
（
六
）　
一
〇 

昭
和
十
六
年
二
月

経
験
（
七
）　
一
一
―
一
二 

昭
和
十
七
年
四
月
（1942

）

経
験
（
八
）　
一
三
―
一
四 
昭
和
十
八
年
三
月
（1943

）

経
験
（
九
）　
一
五 
昭
和
十
八
年
四
月

経
験
（
十
）　
一
六
―
一
八 

昭
和
十
八
年
五
月

経
験
（
十
一
）
一
九
―
二
〇 

昭
和
十
八
年
六
月

経
験
（
十
二
）
二
一
―
二
二 

昭
和
十
八
年
七
月

底
本
：
三
木
清
全
集
第
八
巻1967

年5

月17
日
　
　
岩
波
書
店
発
行

作
成
者
　
石
井
彰
文

作
成
日
　2019.8.28




