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一
　
存
在
と
眞
理

　
眞
理
の
概
念
は
知
識
の
問
題
の
中
心
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
我
々
は
先
づ
こ
の
概
念
の
檢
討
か
ら

始
め
よ
う
。

　
い
は
ゆ
る
模
寫
説
（A

bbildtheorie

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

へ
方
が
模
寫
説
で
あ
る
と
い
は
れ
る
こ
と
を
極
端
に
恐
れ
て
ゐ
る
。
模
寫
説
と
い
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
我

々
の
表
象
と
實
在
と
の
一
致
を
も
つ
て
眞
理
と
考
へ
る
思
想
で
あ
る
。
心
の
外
に
あ
る
物
が
心
の
中
に
映

じ
、
こ
の
映
像
が
物
に
一
致
し
て
ゐ
る
と
き
、
そ
れ
が
眞
理
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
か
か
る
模
寫
説

は
到
底
維
持
さ
れ
得
な
い
と
評
せ
ら
れ
る
。
第
一
、
我
々
の
感
性
知
覺
が
外
的
實
在
の
意
識
の
う
ち
に
お

け
る
そ
の
ま
ま
の
繰
返
し
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
、
心
理
學
の
知
識
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
日
常
の
經
驗

に
お
い
て
何
人
に
も
分
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
眞
理
と
い
は
れ
る
も
の
の
中
に
は
外
界
の
實

在
と
一
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
數
學
的
眞
理
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
圓
は
一
定
點
か
ら
等

距
離
に
あ
る
點
の
軌
跡
で
あ
る
と
い
ふ
が
、
こ
の
や
う
な
圓
は
實
際
に
は
何
處
に
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
第
三
、
我
々
が
表
象
と
實
在
と
の
一
致
を
ど
れ
ほ
ど
眞
面
目
に
確
か
め
よ
う
と
し
て
も
、
つ
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ね
に
た
だ
表
象
と
表
象
と
の
一
致
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
つ
て
、
表
象
と
物
そ
の
も
の
と
の
一
致
は
決
し

て
知
ら
れ
な
い
。
我
々
は
直
接
體
驗
の
表
象
と
記
憶
表
象
或
ひ
は
想
像
表
象
と
を
比
較
し
、
兩
者
を
同
一

の
對
象
に
關
係
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
し
我
々
は
こ
の
對
象
そ
の
も
の
と
表
象
と
を
比
較
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
批
評
が
模
寫
説
に
對
し
て
普
通
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。

　
模
寫
説
は
超
越
的
眞
理
（transzendente W
ahrheit

）
の
見
方
を
と
つ
て
ゐ
る
。
即
ち
意
識
の
外
に
そ

れ
を
超
越
す
る
實
在
を
認
め
、
こ
れ
と
の
關
係
に
お
い
て
眞
理
の
概
念
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る

に
こ
の
や
う
な
超
越
的
眞
理
の
見
方
は
極
め
て
執
拗
な
も
の
で
あ
つ
て
、
到
る
處
に
そ
の
影
を
と
ど
め
て

ゐ
る
。
そ
れ
は
、
模
寫
説
の
難
點
を
免
れ
よ
う
と
す
る
内
在
的
眞
理
（im

m
anente W

ahrheit

）
の
見
方
、

即
ち
ひ
と
へ
に
表
象
相
互
の
一
致
を
も
つ
て
眞
理
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
、
そ
の
う
ち
に
隱
さ

れ
て
横
た
は
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
場
合
、
二
つ
の
表
象
が
相
互
に
一
致
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
要
求
は
、
兩

者
が
共
に
同
一
の
對
象
に
關
係
さ
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
に
基
礎
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
表
象

が
相
互
に
等
し
い
と
せ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
第
三
の
、
そ
れ
自
身
は
表
象
な
ら
ぬ
も
の
に
等
し
い
故

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
科
學
的
理
論
に
お
い
て
形
作
る
諸
表
象
は
、
我
々
が
經
驗
に
よ
つ
て
得

る
諸
表
象
と
一
致
す
べ
き
で
あ
る
と
い
は
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
そ
の
根
柢
と
し
て
、
兩
者
に
お
い
て
同

一
の
實
在
が
精
神
に
現
は
れ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
が
は
た
ら
い
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
模
寫
説
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は
甚
だ
根
源
的
な
、
甚
だ
影
響
の
多
い
認
識
理
論
で
あ
る
。

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

二
に
、
カ
ン
ト
以
前
の
哲
學
は
そ
の
認
識
理
論
に
お
い
て
す
べ
て
模
寫
説
で
あ
つ
た
と
看
做
し
て
ゐ
る
。

こ
の
や
う
に
見
る
と
、
模
寫
説
は
お
よ
そ
非
認
識
論
的
な
考
へ
方
を
代
表
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

な
ぜ
な
ら
普
通
に
認
識
論
的
な
考
へ
方
は
カ
ン
ト
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
に
始
ま

る
と
さ
へ
見
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
惟
ふ
に
、
こ
の
認
識
論
的
な
考
へ
方
と
模
寫
説
的
な
考
へ
方
と

の
最
も
根
本
的
な
對
立
は
か
う
で
あ
る
。
即
ち
前
者
に
と
つ
て
は
、
眞
理
は
知
識
の
性
格
で
あ
つ
て
そ
れ

以
外
の
も
の
を
意
味
し
な
い
の
に
反
し
て
、
後
者
に
と
つ
て
は
、
眞
理
は
第
一
次
的
に
は
存
在
そ
の
も
の

の
性
格
で
あ
り
、
そ
し
て
第
二
次
的
に
知
識
の
性
格
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
甚
だ
重
要
な
點
で
あ
る
。

し
か
る
に
近
代
の
認
識
論
は
こ
の
點
を
無
視
し
て
い
は
ゆ
る
模
寫
説
に
對
し
て
批
評
を
行
つ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
批
評
の
對
象
と
し
て
ゐ
る
や
う
な
模
寫
説
は
む
し
ろ
何
處
に
も
存
し
な
い
の
で
あ
り
、
い

は
ば
單
な
る
認
識
論
的
構
成
物
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
事
情
を
は
つ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
近
代
の
認
識
論
的

偏
見
を
打
ち
破
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
更
に
立
入
つ
て
論
究
し
て
み
よ
う
と
思
ふ
。

　
我
々
の
認
識
の
素
朴
な
態
度
は
果
し
て
模
寫
説
的
な
考
へ
方
に
立
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
こ
こ
に
素

朴
と
い
ふ
の
は
、
前
哲
學
的
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
て
、
單
に
我
々
の
日
常
の
經
驗
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
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科
學
の
立
場
を
も
い
ふ
の
で
あ
り
、
從
つ
て
そ
れ
は
一
層
適
切
に
自
然
的
な
態
度
（
〔natu:rliche Einst

ellung
〕
）
と
名
附
け
得
る
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
自
然
的
な
態
度
は
一
般
に
模
寫
説
と
し
て
よ
り

も
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
の
如
く
思
辨
的
（spekulativ

）
と
し
て
特
性
附
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
や
う
な
態
度
の
う
ち
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
つ
た
や
う
に
、
眞
な
る
も
の
は
現
實
の
う
ち
に
あ
り
、

知
覺
に
と
つ
て
現
に
そ
こ
に
在
る
と
い
ふ
大
い
な
る
原
理
が
横
た
は
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
原
理
は
抽
象
的
な

反
省
が
自
慢
に
す
る
當
爲
（Sollen

）
の
思
想
に
對
立
す
る
。
こ
の
態
度
に
お
い
て
は
、
眞
な
る
も
の
は

現
實
的
な
も
の
で
あ
り
、
從
つ
て
眞
理
は
第
一
次
的
に
は
存
在
に
附
け
ら
れ
る
名
で
あ
る
。
故
に
そ
こ
で

は
追
考
（N

achdenken

）
に
よ
つ
て
「
眞
理
は
認
識
さ
れ
」
、
對
象
の
眞
に
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
意
識

の
前
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
や
う
に
し
て
自
然
的
な
態
度
は
思
辨
的
な
眞
理
の
概
念

を
含
む
の
で
あ
つ
て
、
い
は
ゆ
る
模
寫
説
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。

　
プ
ラ
ト
ン
は
知
識
（
〔episte_m

e_

〕
）
と
意
見
（doxa

）
と
を
對
立
さ
せ
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ

る
。
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
認
識
理
論
も
近
代
の
認
識
論
に
よ
つ
て
模
寫
説
の
ひ
と
つ
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
た
と
ひ
プ
ラ
ト
ン
が
認
識
の
作
用
を
模
寫
的
と
考
へ
た
に
し
て
も
、
彼
に
と
つ
て
は
ど
の

や
う
な
存
在
の
模
寫
で
も
が
知
識
の
意
味
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
イ
デ
ア
の
、
言
ひ
換
へ
る

と
、
眞
に
存
在
す
る
も
の
の
模
寫
の
み
が
知
識
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
我
々
の
感
性
的
表
象
も
或
る
意
味
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で
は
存
在
を
模
寫
す
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
存
在
と
い
は
れ
る
も
の
は
眞
に
存
在
す
る
も
の

で
な
く
、
生
成
し
消
滅
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
も
の
の
模
寫
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る

と
、
知
識
で
は
な
く
、
意
見
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
眞
に
存
在
す
る
も
の
即
ち
イ
デ
ア
に
つ
い
て
の

み
眞
の
知
識
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
プ
ラ
ト
ン
は
世
界
を
、
イ
デ
ア
の
世
界
と
ゲ
ネ
シ
ス
（
生
成
）

の
世
界
と
の
二
つ
に
分
ち
（
い
は
ゆ
る
二
世
界
説 Zw

eiw
eltentheorie

）
、
知
識
と
意
見
と
を
兩
者
に
そ

れ
ぞ
れ
一
義
的
に
屬
せ
し
め
、
更
に
人
間
に
お
け
る
二
つ
の
活
動
、
理
性
と
感
性
と
を
ま
た
こ
れ
ら
の
も

の
に
そ
れ
ぞ
れ
一
義
的
に
屬
せ
し
め
た
。
こ
の
や
う
に
三
つ
の
も
の
の
間
に
一
義
的
な
歸
屬
關
係
が
結
ば

れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
こ
か
ら
我
々
は
彼
の
認
識
理
論
の
意
味
を
學

び
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
我
々
は
、
等
し
き
も
の
は
等
し
き
も
の
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
と
い
ふ

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

で
あ
る
、
と
ひ
と
は
屡
々
い
つ
て
ゐ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
い
つ
た
、
侍
僕
に
と
つ
て
は
な
ん
ら
の
英
雄
も
存

し
な
い
と
い
ふ
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
諺
で
あ
る
、
私
は
こ
の
諺
に
次
の
や
う
に
附
け
加
へ
る
、
け
れ
ど
も

そ
れ
は
此
の
者
が
な
ん
ら
英
雄
で
な
い
た
め
で
な
く
、
彼
の
者
が
侍
僕
で
あ
る
故
で
あ
る
、
と
。
恰
も
そ

の
や
う
に
、
人
間
精
神
の
諸
活
動
の
う
ち
た
だ
一
定
の
も
の
の
み
が
す
ぐ
れ
て
認
識
の
作
用
で
あ
り
得
る

と
プ
ラ
ト
ン
は
考
へ
た
。
純
粹
な
イ
デ
ア
を
知
る
も
の
は
そ
れ
自
身
純
粹
な
理
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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認
識
は
人
間
の
ど
の
や
う
な
精
神
の
状
態
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
だ
特
定
の
場

合
だ
け
が
認
識
に
適
す
る
、
認
識
に
と
つ
て
充
全
な
態
度
を
可
能
に
す
る
。
從
つ
て
認
識
は
一
定
の
道
徳

的
條
件
を
前
提
し
て
ゐ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
我
々
は
情
欲
を
去
り
、
實
際
的
な
目
的
か
ら
離
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
言
で
い
ふ
と
、
我
々
は
我
々
の
現
實
的
な
存
在
か
ら
我
々
を
自
由
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
地
上
の
肉
體
的
な
生
活
を
脱
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
天
上
の
、
物
的
な
ら
ぬ
イ
デ
ア
の
認
識
は
可
能
に

な
る
の
で
あ
る
。
も
し
か
く
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
認
識
理
論
が
少
く
と
も
單
な
る
模
寫

説
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ら
う
。
我
々
の
心
に
お
け
る
ど
の
や
う
な
對
象
で
も
の
模
寫
で
は
な
く
、
た

だ
一
定
の
對
象
の
模
寫
の
み
が
、
ま
さ
に
こ
の
對
象
即
ち
眞
に
存
在
す
る
も
の
の
模
寫
で
あ
る
故
に
認
識

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

可
能
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
認
識
に
關
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
研
究
の
全
努
力
は
か
か
る
一
定
の

對
象
、
そ
し
て
そ
れ
に
十
全
な
作
用
の
性
質
を
純
粹
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
イ
エ
ス
は
眞
理
を
宣
べ
傳
へ
る
た
め
に
こ
の
世
に
來
た
と
い
つ
た
。
ピ
ラ
ト
は
こ
れ
に
應
じ
て
、
「
眞

理
と
は
何
か
」
と
い
ふ
。
聖
書
に
現
は
れ
た
こ
の
有
名
な
物
語
の
深
い
意
味
を
汲
ん
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

ギ
リ
シ
ア
的
世
界
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
が
意
見
と
知
識
と
を
對
立
さ
せ
た
の
と
同
じ
こ
と
が
、
こ
こ
に
ロ

ー
マ
的
世
界
に
お
い
て
現
は
れ
た
、
と
い
つ
て
ゐ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
學
に
と
つ
て
眞
理
と
は
第
一
次
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的
に
存
在
、
し
か
も
最
も
實
在
的
な
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
そ
の
も
の
で
あ
る
。
神
は
絶
對
的
な
眞
理

で
あ
る
。
人
間
の
認
識
は
第
二
次
的
に
眞
理
と
い
は
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
如
何
に
し
て
人
間
に
と

つ
て
眞
理
を
認
識
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ら
う
か
。
神
の
被
造
物
と
し
て
の
人
間
は
神
と
の
相
似
（sim

i

litudo

）
に
お
い
て
あ
る
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
等
し
き
も
の
は
等
し
き
も
の
に
よ
つ
て
認
識
さ
れ

る
。
神
と
人
間
と
の
關
係
は
能
産
的
自
然
（natura naturans

）
と
所
産
的
自
然
（natura naturata

）
と

の
關
係
で
あ
る
。
こ
の
關
係
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
一
方
で
は
神
と
人
間
と
が

相
等
し
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
そ
し
て
他
方
で
は
兩
者
の
同
等
が
し
か
し
絶
對
的
な
同
一
で
な
い
と
い
ふ
こ

と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
存
在
論
的
關
係
が
ま
た
人
間
の
認
識
の
性
質
を
規
定
す
る
。
即
ち
一

方
で
は
、
人
間
は
眞
理
と
し
て
の
神
に
等
し
い
か
ら
彼
に
と
つ
て
認
識
は
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
他
方

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

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

て
認
識
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
條
件
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
の
如
く
道
徳
的
な
條
件
で
あ
る
。
も
ろ
も
ろ

の
慾
念
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
初
め
て
眞
の
認
識
は
可
能
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
ひ
と
つ
の
情
操

的
な
活
動
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
も
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
す
で
に
愛
（
〔ero_s

〕
）
と
い
つ
た
や

う
に
、
特
に
愛
で
あ
る
。
ひ
と
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
有
名
な
言
葉
、
神
の
知
的
愛
（am

or D
ei intellectualis

）
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を
想
ひ
起
す
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
歴
史
の
發
展
の
過
程
に
お
い
て
概
括
的
に
い
ふ
と
次
の
こ
と
が
生
じ

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
認
識
の
對
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
ア
は
超
越
的
な
も

の
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
既
に
ス
ト
ア
哲
學
に
お
い
て
、
大
宇
宙
（M

akrokosm
os

）
と
小
宇
宙
（M

ikr

okosm
os

）
と
の
、
言
ひ
換
へ
る
と
、
世
界
全
體
と
人
間
と
の
類
比
（A

nalogie

）
が
説
か
れ
、
そ
れ
と

共
に
魂
の
概
念
が
深
め
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
イ
デ
ア
は
魂
に
内
在
的
な
も
の
と
さ
れ
る
に
到
つ
た
。
キ
リ

ス
ト
教
的
哲
學
に
お
い
て
は
イ
デ
ア
は
第
一
に
神
の
内
容
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
者
た
ち
は
、
ス
ト
ア
の
模
範
に
倣
つ
て
、
こ
の
根
源
的
な
認
識
即
ち
イ
デ
ア
は
精
神
に
本

性
上
屬
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
誕
生
と
共
に
神
か
ら
そ
れ
に
賦
與
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
た
。

デ
カ
ル
ト
及
び
そ
の
學
派
に
お
い
て
こ
の
思
想
は
い
は
ゆ
る
生
具
觀
念
（ideae innatae

）
の
思
想
と
し

て
發
展
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
觀
念
に
三
つ
の
種
類
を
區
別
し
た
。
一
、
生
具
觀
念
、
二
、

外
來
觀
念
（ideae adventitiae

）
、
三
、
虚
構
觀
念
（ideae factae

）
。
第
一
の
も
の
は
我
々
の
意
識
そ

の
も
の
の
本
質
か
ら
發
し
、
そ
の
う
ち
に
座
を
も
つ
て
そ
れ
と
離
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
も
の
は
、

私
が
い
ま
音
を
聞
き
、
太
陽
を
見
、
火
の
熱
を
感
ず
る
と
き
、
外
部
か
ら
私
の
心
の
う
ち
に
生
ず
る
觀
念

で
あ
る
。
第
三
の
も
の
は
我
々
の
氣
隨
に
從
つ
て
作
ら
れ
る
觀
念
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
け
る
海

の
ニ
ン
フ
た
る
セ
イ
レ
ー
ネ
ス
の
如
き
は
こ
れ
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
眞
理
（veritas

）
の
觀
念
そ
の
も
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の
を
、
物
（res

）
及
び
意
識
（cogitatio

）
の
觀
念
と
共
に
、
生
具
觀
念
の
な
か
に
數
へ
て
ゐ
る
。
そ
し

て
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
と
、
こ
の
や
う
な
生
具
觀
念
こ
そ
本
來
の
認
識
の
源
泉
で
あ
る
。
他
の
箇
所
で
は
彼

は
ま
た
か
う
も
い
つ
て
ゐ
る
。
す
べ
て
我
々
に
よ
つ
て
表
象
さ
れ
た
も
の
を
、
我
々
は
、
物
或
ひ
は
物
の

屬
性
と
し
て
か
、
も
し
く
は
思
惟
の
外
部
で
は
な
ん
ら
の
存
在
も
も
た
ぬ
と
こ
ろ
の
永
久
眞
理
と
し
て
か
、

見
る
。
い
ま
我
々
が
無
か
ら
或
る
物
が
生
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
認
め
る
場
合
、
そ

の
と
き
、
無
か
ら
は
無
が
生
ず
る
と
い
ふ
命
題
は
存
在
す
る
物
或
ひ
は
物
の
状
態
で
は
な
く
、
む
し
ろ
我

々
の
精
神
の
う
ち
に
座
を
も
ち
、
共
通
概
念
（notiones com

m
unes

）
ま
た
は
公
理
（axiom

ata

）
と
呼

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

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

て
の
者
に
よ
つ
て
等
し
く
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
意
識
に

具
は
る
、
こ
の
意
味
で
共
通
な
思
想
で
あ
る
。
か
や
う
な
共
通
概
念
を
認
識
す
る
作
用
は
デ
カ
ル
ト
に
よ

つ
て
自
然
的
光
（lum

en naturale

）
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
場
合
、
自
然
的
光
が
本
來
の
認
識
に
十
全
な
作

用
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
認
識
理
論
が
不
十
分
に
し

か
模
寫
説
と
い
は
れ
得
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
う
。
彼
は
實
體
を
物
と
心
と
に
分
ち
（
い
は
ゆ
る
二
元

論 D
ualism

us

）
、
眞
理
は
第
一
次
的
に
は
心
の
う
ち
に
座
を
も
つ
も
の
と
し
、
こ
の
内
な
る
も
の
に
向
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け
ら
れ
た
自
然
的
光
が
眞
な
る
認
識
の
作
用
で
あ
る
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
認
識
が
彼
に
お
い
て
よ
し
模

寫
を
意
味
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
一
定
の
對
象
に
つ
い
て
、
し
か
も
た
だ
一
定
の
作
用
に
よ
つ
て

可
能
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

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

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

と
と
し
て
、
こ
こ
に
な
ほ
近
代
の
認
識
論
に
對
し
て
、
そ
の
い
は
ゆ
る
模
寫
説
に
關
し
て
概
括
的
に
次
の

や
う
に
言
つ
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
こ
の
考
へ
方
は
認
識
の
理
論
を
存
在
の
理
論
の
う
ち
に
排
列
す
る
。

眞
理
も
第
一
次
的
に
は
存
在
そ
の
も
の
に
屬
し
、
第
二
次
的
に
人
間
の
認
識
の
性
格
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

從
つ
て
そ
こ
で
は
虚
僞
は
單
に
缺
乏
（privatio

）
と
見
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
や
ス
ピ

ノ
ザ
な
ど
も
そ
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
ふ
、
恰
も
光
が
自
己
自
身
と
闇
と
を
共

に
顯
は
に
す
る
如
く
、
眞
理
は
自
己
自
身
と
虚
僞
と
の
標
準
で
あ
る
（Sane sicut lux se ipsam

 et teneb

ras m
anifestat, sic veritas norm

a sui et falsi est.
）
。
第
二
に
、
か
く
て
こ
の
見
方
は
人
間
の
存
在
に
つ

い
て
の
一
定
の
解
釋
を
そ
の
う
ち
に
含
ん
で
ゐ
る
。
人
間
と
眞
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
存
在
と
の
間
に
は
存

在
的
に
相
等
の
關
係
が
あ
る
。
そ
こ
で
ギ
リ
シ
ア
人
は
眞
に
存
在
す
る
も
の
と
人
間
の
本
質
的
な
活
動
と

を
共
に
ロ
ゴ
ス
と
い
ふ
語
を
も
つ
て
表
は
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
學
の
根
本
前
提
も
、
被
造
的
存
在
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（ens creatum

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

aginem
 et sim

ilitudinem

）
造
ら

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

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

etaxu

）
と
看
做
さ
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
も
ス
コ

ラ
哲
學
に
從
つ
て
人
間
を
神
と
無
と
の
間
の
、
即
ち
最
高
存
在
と
非
存
在
と
の
間
の
中
間
者
（m

edium
 i

nter D
eum

 et nihil, sive inter sum
m

um
 ens et non ens

）
と
考
へ
て
ゐ
る
。
か
や
う
な
存
在
即
ち
そ
の

う
ち
に
非
存
在
を
含
む
存
在
で
あ
る
故
に
、
誤
謬
も
人
間
に
屬
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
の
や
う
に
人
間
の
意
識
、
殊
に
理
性
に
具
は
る
觀
念
に
認
識
の
源
泉
を
求
め

る
思
想
は
、
普
通
に
合
理
論
（R

ationalism
us

）
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
合
理
論
に
對
し
て
經
驗
論
（Em

pi

rism
us

）
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
經
驗
論
も
そ
の
起
原
は
も
と
よ
り
古
い
が
、
特
に
近
代
の
經
驗
的
自
然

科
學
の
影
響
の
も
と
に
榮
え
る
に
到
つ
た
。
經
驗
論
の
根
本
思
想
は
、
誤
つ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
の

と
せ
ら
れ
て
ス
コ
ラ
哲
學
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
、
そ
し
て
近
代
の
經
驗
論
者
に
よ
つ
て
繰
り
返
さ
れ
た

ひ
と
つ
の
命
題
、
先
に
感
性
の
う
ち
に
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の
何
物
も
知
性
の
う
ち
に
な
い
（N

ihil est in i

ntellectu quod non prius fuerit in sensu.

）
と
い
ふ
命
題
を
も
つ
て
表
は
さ
れ
る
。
か
や
う
に
し
て
經
驗

論
は
生
具
觀
念
と
い
ふ
も
の
を
認
め
な
い
。
反
對
に
、
一
切
の
認
識
を
經
驗
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

我
々
は
そ
の
古
典
的
な
例
を
ロ
ッ
ク
の
哲
學
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
生
具
觀
念
に
反
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對
す
る
ロ
ッ
ク
の
論
證
は
次
の
や
う
で
あ
つ
た
。
論
理
の
根
本
原
理
で
あ
る
同
一
律
や
矛
盾
律
の
如
き
を

ひ
と
は
生
具
觀
念
に
數
へ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
こ
れ
ら
の
原
理
は
子
供
た
ち
や
學
問
的
教
養
を
も
た
ぬ
人

々
に
は
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
し
て
精
神
に
眞
理
が
生
れ
な
が
ら
に
具
は
つ
て
ゐ
て
、
し
か
も
そ
れ
に
つ

い
て
精
神
が
な
ん
ら
の
意
識
、
な
ん
ら
の
認
識
を
も
た
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
矛
盾
を
許
す
こ
と

に
な
る
で
あ
ら
う
。
む
し
ろ
精
神
は
も
と
な
ん
ら
の
觀
念
も
具
へ
ざ
る
、
い
は
ば
白
紙
（tabula rasa

）

の
如
き
も
の
で
あ
る
。
一
切
の
觀
念
は
經
驗
か
ら
生
ず
る
。
ロ
ッ
ク
は
觀
念
を
單
純
な
も
の
と
複
合
し
た

も
の
と
に
分
け
て
、
後
者
は
す
べ
て
前
者
か
ら
生
ず
る
と
考
へ
た
。
と
こ
ろ
で
單
純
觀
念
の
由
來
す
る
經

驗
は
二
種
の
も
の
に
、
外
的
と
内
的
と
、
ロ
ッ
ク
の
言
葉
に
よ
る
と
、
感
覺
（sensation

）
と
反
省
（ref

lection

）
と
に
區
別
さ
れ
る
。
感
覺
は
身
體
の
感
覺
器
官
に
よ
つ
て
媒
介
さ
れ
る
物
體
界
の
表
象
で
あ
り
、

反
省
は
こ
れ
に
反
し
て
こ
の
も
の
に
よ
つ
て
喚
び
起
さ
れ
る
精
神
そ
の
も
の
の
活
動
に
つ
い
て
の
知
識
で

あ
る
。
心
理
的
發
生
的
に
見
る
と
、
感
覺
は
反
省
に
と
つ
て
機
縁
で
あ
り
、
前
提
で
あ
る
。
感
性
知
覺
に

お
い
て
ロ
ッ
ク
が
第
一
次
的
性
質
（prim

ary qualities
）
と
第
二
次
的
性
質
（secondary qualities

）
と

を
區
別
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
第
一
次
的
性
質
と
い
ふ
の
は
眞
に
物
體
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
り
、

物
體
か
ら
そ
の
あ
ら
ゆ
る
状
態
に
お
い
て
離
れ
難
く
從
つ
て
來
る
諸
性
質
、
延
長
、
形
状
、
不
可
入
性
、

運
動
、
靜
止
及
び
數
の
如
き
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
二
次
的
性
質
と
い
ふ
の
は
色
、
音
、
味
、
匂
、
温
覺
の

14認識論



如
き
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
性
質
は
物
體
そ
の
も
の
の
う
ち
に
な
く
、
我
々
の
心
の
う
ち
に
あ
る
の

み
で
あ
る
。
眼
を
閉
ぢ
る
と
色
は
消
え
、
耳
を
塞
ぐ
と
音
は
失
は
れ
、
こ
の
と
き
な
ほ
殘
る
も
の
は
物
體

の
大
い
さ
、
形
状
及
び
諸
部
分
の
運
動
で
あ
る
。
そ
し
て
例
へ
ば
温
覺
は
物
體
の
知
覺
し
得
ぬ
極
め
て
小

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

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

る
精
神
そ
の
も
の
の
諸
機
能
の
意
識
を
含
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
に
は
、
記
憶
、
區
別
、
比
較
、
結

合
、
命
名
、
抽
象
等
の
も
の
が
あ
る
。
單
純
觀
念
か
ら
生
ず
る
複
合
觀
念
と
し
て
は
、
樣
態
、
實
體
、
關

係
な
ど
が
ロ
ッ
ク
に
よ
つ
て
擧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
い
ま
經
驗
論
に
お
け
る
眞
理
の
概
念
が
ま
た
模
寫
説
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
經
驗
が

何
故
に
認
識
の
源
泉
で
あ
る
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
が
實
在
の
模
寫
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
近
代
の
認
識
論
の
端
初
に
立
つ
と
い
は
れ
る
ロ
ッ
ク
の
哲
學
に
お
い
て
既
に
、
眞

理
の
概
念
が
存
在
の
概
念
と
の
關
係
を
離
れ
始
め
る
に
到
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
我
々

の
認
識
に
と
つ
て
與
へ
ら
れ
た
材
料
は
專
ら
感
覺
及
び
反
省
か
ら
來
る
と
こ
ろ
の
單
純
觀
念
で
あ
り
、
我

々
の
認
識
即
ち
我
々
の
判
斷
も
た
だ
こ
れ
ら
の
我
々
の
觀
念
に
關
係
し
得
る
の
み
で
あ
る
。
肯
定
判
斷
に

お
い
て
は
一
致
せ
る
も
の
と
し
て
、
否
定
判
斷
に
お
い
て
は
一
致
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
、
相
互
に
關
係
さ
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せ
ら
れ
る
の
は
た
だ
我
々
の
觀
念
で
あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
知
識
（know

ledge

）
或
ひ
は

認
識
は
我
々
の
諸
觀
念
の
こ
の
一
致
も
し
く
は
不
一
致
の
把
捉
（perception

）
に
お
い
て
成
立
す
る
と

定
義
し
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
判
斷
は
す
べ
て
言
語
上
の
命
題
を
も
つ
て
表
は
さ
れ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て

眞
理
の
二
重
の
概
念
が
生
ず
る
で
あ
ら
う
。
ひ
と
つ
の
判
斷
の
命
題
は
、
そ
の
言
語
が
そ
こ
に
思
念
さ
れ

た
諸
觀
念
相
互
の
間
に
存
す
る
の
と
同
じ
肯
定
的
も
し
く
は
否
定
的
關
係
に
お
か
れ
て
ゐ
る
と
き
、
眞
で

あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
や
う
な
名
目
的
眞
理
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
我
々
は
ま
た
我
々
の
判
斷
の
思

想
そ
の
も
の
の
眞
理
に
つ
い
て
問
ふ
で
あ
ら
う
。
こ
の
問
に
對
し
て
は
、
我
々
の
觀
念
と
我
々
の
意
識
の

外
に
實
在
す
る
事
物
と
が
、
言
語
と
觀
念
と
の
間
に
存
す
る
の
と
同
じ
關
係
に
お
か
れ
、
諸
觀
念
の
結
合

は
、
そ
れ
が
諸
觀
念
に
よ
つ
て
表
は
さ
れ
た
事
物
の
結
合
に
一
致
し
て
ゐ
る
と
き
、
眞
で
あ
る
と
答
へ
ら

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

る
の
で
あ
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
は
答
へ
ら
れ
な
い
。
ロ
ッ
ク
に
始
ま
る
イ
ギ
リ
ス
の
經
驗
論
の
哲
學
は
こ

の
問
を
無
用
に
す
る
方
向
へ
進
ん
で
い
つ
た
。
先
づ
バ
ー
ク
レ
イ
は
自
體
に
お
い
て
存
在
す
る
物
體
界
の

實
在
は
間
違
つ
た
想
定
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
外
的
な
事
物
も
、
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
、
觀
念
以
外
の

何
物
で
も
な
い
。
存
在
す
る
と
は
知
覺
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（esse est percipi.

）
、
と
い
ふ
の
は
彼
の

有
名
な
命
題
で
あ
る
。
物
體
は
た
だ
表
象
の
複
合
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
知
覺
さ
れ
る
こ
と
と
同
一
で
あ
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る
な
ら
ば
、
心
の
外
に
實
在
す
る
物
體
を
考
へ
る
の
は
誤
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
バ
ー
ク
レ
イ
は

な
ほ
心
的
な
實
體
を
認
め
た
。
彼
は
自
我
を
も
つ
て
そ
れ
に
一
切
の
表
象
活
動
が
屬
す
る
と
こ
ろ
の
實
在

で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
一
歩
を
進
め
て
、
バ
ー
ク
レ
イ
が
櫻
の
實
に
つ
い
て
い
つ
た
こ
と

は
、
自
我
に
つ
い
て
も
い
は
れ
得
る
と
し
た
。
我
々
の
内
的
知
覺
も
自
我
の
實
體
に
つ
い
て
な
ん
ら
教
へ

る
の
で
な
く
、
た
だ
そ
の
諸
活
動
、
諸
状
態
、
諸
屬
性
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
す
べ
て

取
り
去
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
自
我
に
つ
い
て
何
物
も
殘
存
し
な
い
。
自
我
も
ま
た
單
に
諸
表
象
の
束
で

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

象
（im

pression

）
と
觀
念
（idea
）
と
に
區
別
し
た
。
一
は
原
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
他
は
こ
の
原
型

的
な
も
の
の
模
象
で
あ
る
。
一
切
の
觀
念
は
そ
れ
だ
か
ら
印
象
の
模
寫
で
あ
り
、
印
象
の
模
寫
に
よ
つ
て

生
ぜ
ぬ
が
如
き
な
ん
ら
の
觀
念
も
な
く
、
印
象
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
以
外
の
内
容
を
有
す
る
が
如
き
な
ん

ら
の
觀
念
も
な
い
。
そ
れ
故
に
觀
念
の
認
識
價
値
は
印
象
に
お
け
る
原
型
に
從
つ
て
評
價
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
も
し
こ
の
や
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
諸
觀
念
を
關
係
さ
せ
る
我
々
の
判
斷
の
眞
理
は
、
我
々
が
そ
こ

に
諸
觀
念
に
與
へ
る
關
係
が
そ
の
原
型
で
あ
る
諸
印
象
の
間
に
も
支
配
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、

認
識
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
し
か
る
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
み
づ
か
ら
經
驗
論
の
批
判
者
の
位
置
に
ま
で
進
ま
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
元
素
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的
な
諸
印
象
の
間
の
一
定
の
關
係
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
と
直
觀
的
な
確
實
性
を
も
つ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
空
間
的
或
ひ
は
時
間
的
關
係
、
即
ち
感
覺
内
容
の
同
時
存
在
も
し
く
は
繼
起
の
如
き
は

こ
れ
で
あ
る
。
感
覺
内
容
が
現
は
れ
る
空
間
的
秩
序
は
直
接
的
に
そ
の
内
容
と
共
に
確
實
に
與
へ
ら
れ
て

お
り
、
ま
た
同
じ
や
う
に
我
々
は
種
々
の
内
容
が
同
時
的
に
も
し
く
は
相
前
後
し
て
知
覺
さ
れ
て
ゐ
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
の
確
實
な
印
象
を
も
つ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
我
々
の
認
識
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
役

割
を
演
じ
て
ゐ
る
因
果
の
認
識
に
お
い
て
は
事
情
が
全
く
違
つ
て
ゐ
る
。
因
果
の
關
係
は
知
覺
さ
れ
な
い
、

そ
れ
は
個
々
の
感
覺
の
う
ち
に
も
そ
の
諸
關
係
の
う
ち
に
も
内
容
と
し
て
見
出
さ
れ
な
い
。
感
覺
の
全
領

域
に
お
い
て
そ
の
要
求
さ
れ
る
原
型
と
し
て
如
何
な
る
印
象
を
も
發
見
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
こ
の
因
果
の

觀
念
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
。
因
果
の
認
識
は
、
一
定
の
結
果
が
一
定
の
原
因
に
よ
つ
て
必
然

的
に
惹
き
起
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
も
の
に
よ
つ
て
（propter hoc

）
と

い
ふ
こ
と
は
知
覺
さ
れ
ず
、
知
覺
さ
れ
る
の
は
こ
の
も
の
の
後
に
（post hoc

）
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
あ

る
。
我
々
は
或
る
も
の
が
他
の
も
の
の
後
に
起
る
と
い
ふ
時
間
的
關
係
を
知
覺
し
得
る
の
み
で
あ
る
。
こ

の
關
係
を
一
が
他
に
よ
つ
て
と
い
ふ
關
係
に
轉
釋
す
る
こ
と
は
、
こ
の
や
う
に
因
果
的
に
關
係
さ
せ
ら
れ

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

す
る
。
表
象
の
同
じ
繼
起
の
反
覆
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ら
が
相
繼
い
で
起
る
の
を
見
る
習
慣
に
よ
つ
て
、
一
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の
後
に
は
他
を
必
ず
表
象
し
、
期
待
す
る
や
う
に
内
的
に
強
要
さ
れ
る
や
う
に
な
る
。
一
の
表
象
が
他
の

表
象
を
喚
び
起
す
と
い
ふ
か
や
う
な
心
理
的
必
然
性
が
實
在
的
必
然
性
と
し
て
把
捉
さ
れ
た
も
の
が
、
因

果
の
觀
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
も
し
こ
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
表
象
内
容
の
因
果

的
結
合
は
客
觀
性
を
有
す
る
こ
と
な
く
、
單
に
蓋
然
性
を
有
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
ひ
と
つ
の

現
象
が
現
は
れ
る
と
き
、
我
々
は
そ
の
習
慣
的
な
隨
伴
現
象
を
豫
期
し
、
こ
の
も
の
が
實
際
に
ま
た
現
は

れ
る
で
あ
ら
う
と
信
ず
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
因
果
の
普
遍
妥
當
的
な
認
識
は
あ
り
得
な
い
こ
と

と
な
る
。
こ
れ
ヒ
ュ
ー
ム
の
認
識
論
が
遂
に
懷
疑
論
（Skeptizism

us

）
に
陷
つ
た
と
い
は
れ
る
所
以
で

あ
る
。

　
さ
て
合
理
論
と
經
驗
論
と
が
、
い
は
ゆ
る
模
寫
説
の
二
つ
の
形
態
と
し
て
、
相
異
る
方
向
を
と
つ
て
ゐ

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

別
は
あ
の
叡
知
的
世
界
（m

undus intelligibilis
）
と
感
性
的
世
界
（m

undus sensibilis

）
と
い
ふ
名
を

も
つ
て
そ
の
後
永
く
思
想
の
歴
史
の
う
ち
に
は
た
ら
い
て
ゐ
る
。
合
理
論
と
經
驗
論
と
の
兩
者
が
、
一
は

主
と
し
て
叡
智
的
世
界
に
、
他
は
主
と
し
て
感
性
的
世
界
に
、
そ
の
認
識
の
對
象
を
求
め
て
ゐ
る
こ
と
は

論
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。
言
ひ
換
へ
る
と
、
兩
者
に
お
い
て
認
識
の
對
象
と
し
て
優
越
な
意
味
で

存
在
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
異
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
應
じ
て
ま
た
人
間
に
お
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い
て
優
越
な
意
味
で
認
識
の
作
用
と
し
て
と
ら
へ
ら
れ
る
も
の
が
兩
者
に
お
い
て
相
異
つ
て
ゐ
る
。
一
は

知
性
的
な
直
觀
を
、
他
は
感
性
的
な
直
觀
を
か
や
う
な
も
の
と
看
做
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代

の
認
識
論
の
初
め
と
せ
ら
れ
る
經
驗
論
と
そ
れ
以
前
の
合
理
論
と
の
考
へ
方
に
お
け
る
重
要
な
相
違
は
、

前
者
が
認
識
の
問
題
か
ら
出
發
し
て
存
在
の
問
題
へ
行
く
の
に
反
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
認
識
の
理
論

が
存
在
の
理
論
の
う
ち
に
排
列
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
　
直
觀
と
判
斷

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

〕
）
、
悟
性
（dianoia

）
及
び
理
性

（nous

）
の
三
つ
の
種
類
に
區
別
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
感
性
知
覺
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
直
觀
的
で

あ
り
、
理
性
も
思
惟
で
は
あ
り
な
が
ら
直
觀
的
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
。
ひ
と
り
悟
性
的
思
惟
は
直
觀
的

（anschaulich

）
で
な
く
、
却
つ
て
比
量
的
（diskursiv

）
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
見
方
は
後
の
哲
學
の

歴
史
を
絶
え
ず
支
配
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
模
寫
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
い
つ
で
も
、
な
ん
ら
か
の
意
味

で
の
直
觀
的
な
作
用
を
特
に
す
ぐ
れ
た
認
識
の
作
用
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
ゐ
る
。
合

理
論
は
知
性
的
な
直
觀
を
、
經
驗
論
は
感
性
的
な
直
觀
を
、
か
や
う
な
優
越
な
作
用
で
あ
る
と
考
へ
る
。
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そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
用
は
そ
れ
ぞ
れ
認
識
の
源
泉
で
あ
る
と
看
做
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
か
や
う
な
考

へ
方
は
近
代
の
認
識
論
の
或
る
も
の
に
よ
つ
て
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に

認
識
の
起
原
の
問
題
に
か
か
は
り
、
そ
し
て
認
識
の
起
原
の
問
題
は
畢
竟
心
理
的
發
生
的
な
問
題
で
あ
つ

て
、
認
識
の
本
質
に
は
か
か
は
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
こ
の
や
う

な
認
識
の
起
原
の
問
題
が
實
に
認
識
の
本
質
の
問
題
に
密
接
に
關
係
し
て
ゐ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な

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

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

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

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

こ
と
は
、
さ
き
に
記
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
代
の
認
識
論
は
も
は
や
か
や
う
な
條
件
に

つ
い
て
何
事
も
考
へ
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
一
方
で
は
直
觀
的
な
ら
ぬ
作
用
を
、
そ

し
て
他
方
で
は
直
觀
的
な
も
の
を
考
へ
る
場
合
に
も
感
性
的
な
直
觀
を
、
特
に
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
け
る

認
識
の
作
用
と
看
做
す
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
今
日
知
性
的
な
直
觀
を
優
越
な
認
識
の
作
用

と
考
へ
る
場
合
に
も
な
ほ
道
徳
的
條
件
を
認
識
の
た
め
に
必
要
な
前
提
と
し
て
考
へ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は

何
に
よ
る
で
あ
ら
う
か
。
我
々
は
こ
の
場
合
デ
カ
ル
ト
の
哲
學
の
劃
期
的
な
意
義
に
思
ひ
及
ば
な
け
れ
ば
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な
ら
ぬ
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
有
名
な
の
は
彼
の
懷
疑
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
疑
ふ
べ
き
で

あ
る
（de om

nibus dubitandum

）
と
い
ふ
こ
と
を
彼
は
方
法
と
し
た
。
懷
疑
と
い
ふ
の
は
動
か
し
難
い

も
の
を
搖
り
動
か
し
（eversio

）
、
迫
り
來
る
も
の
を
押
し
や
る
（rem

otio

）
こ
と
で
あ
る
。
私
は
極
め

て
自
然
に
私
の
周
圍
の
物
が
現
實
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
感
官
を
通
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る

世
界
は
私
の
意
志
の
左
右
し
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
い
ま
私
が
煖
爐
に
近
づ
く
と
き
、
私
は
欲
す
る
に
せ
よ

欲
し
な
い
に
せ
よ
熱
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
從
つ
て
熱
の
感
覺
が
私
と
は
違
つ
た
物
體
、
私
の
前
の

煖
爐
か
ら
來
る
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
。
同
じ
や
う
に
私
は
こ
の
煖
爐
に
向
つ
て
ゐ
る
私
の
存
在
す
る
こ

と
を
い
は
ば
自
然
的
衝
動
に
よ
つ
て
信
じ
て
ゐ
る
。
懷
疑
は
我
々
の
自
然
的
な
態
度
に
お
い
て
動
か
し
難

く
思
は
れ
る
こ
の
や
う
な
現
實
の
存
在
を
搖
り
動
か
さ
う
と
す
る
。
懷
疑
は
、
し
ば
し
ば
誤
つ
て
解
さ
れ

る
や
う
に
、
定
立
に
對
す
る
反
定
立
も
し
く
は
肯
定
に
對
す
る
否
定
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
デ
カ

ル
ト
に
よ
る
と
、
ひ
と
つ
の
假
定
（suppositio
）
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
私
は
私
の
單
純
な
、
原
始
的

な
體
驗
に
現
は
れ
る
世
界
に
對
し
て
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
任
せ
て
お
き
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
固
有
の

力
を
失
は
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
私
は
暴
力
を
用
ゐ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
そ
れ
の
虚
僞
で
あ

る
の
を
示
す
こ
と
も
不
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
私
は
私
に
力
を
も
つ
て
迫
つ
て
來
る
存
在
を
そ
の
ま
ま
に
押

し
や
つ
て
、
こ
れ
に
對
し
て
同
意
す
る
こ
と
を
差
し
控
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
懷
疑
が
方
法
的
意
義
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を
得
る
た
め
に
は
、
懷
疑
は
一
般
的
に
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
次
に
懷
疑
は
ま
た
秩
序

を
も
つ
て
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
方
法
的
な
懷
疑
は
、
疑
は
し
く
見
え
る
個
々
の
も
の
を
一
々

吟
味
す
る
と
い
ふ
如
き
報
い
ら
れ
ぬ
仕
事
を
や
め
て
、
か
や
う
な
も
の
の
基
礎
と
原
理
と
に
向
ふ
こ
と
を

我
々
に
要
求
す
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
も
我
々
を
段
階
的
に
導
い
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
デ
カ
ル
ト
は
驚
く
べ
き
確
か
さ
を
も
つ
て
こ
の
段
階
を
辿
つ
て
ゐ
る
。
彼
の
懷
疑
の
最
初
の
對
象
と

な
つ
た
の
は
一
般
に
感
官
と
關
係
す
る
存
在
、
一
は
感
官
か
ら
（a sensibus

）
直
に
受
け
取
ら
れ
る
も

の
、
他
は
感
官
を
通
し
て
（per sensus

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

後
者
は
中
世
の
學
者
が im

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

と
關
係
す
る
特
殊
（particularia
）
の
存
在
を
疑
つ
た
後
に
、
懷
疑
を
一
般
（generalia

）
の
存
在
に
向

け
た
。
例
へ
ば
、
私
が
い
ま
眼
を
開
き
、
頭
を
動
か
し
、
手
を
伸
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
特
殊
な
事
實
が
眞
で

な
く
、
私
が
こ
の
や
う
な
手
や
體
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
假
幻
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
ち
や
う

ど
畫
家
が
サ
テ
ィ
ル
を
描
く
に
あ
た
つ
て
そ
の
す
べ
て
の
部
分
を
全
く
新
し
く
作
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

り
、
却
つ
て
彼
は
現
實
に
存
在
す
る
動
物
の
肢
體
を
組
み
合
せ
て
あ
の
怪
物
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
、

少
く
と
も
こ
の
一
般
、
眼
や
頭
や
手
そ
の
も
の
の
存
在
は
確
實
ら
し
く
見
え
る
。
デ
カ
ル
ト
は
か
や
う
な

一
般
の
存
在
を
押
し
や
つ
た
後
に
、
懷
疑
の
次
の
段
階
へ
登
つ
て
尋
ね
た
。
た
と
ひ
畫
家
が
彼
の
サ
テ
ィ
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ル
を
實
際
の
動
物
に
な
ん
ら
類
似
す
る
こ
と
な
く
全
く
空
想
的
に
描
き
出
す
と
し
て
も
、
彼
は
少
く
と
も

ま
こ
と
の
色
を
用
ゐ
て
制
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
、
こ
れ
ら
の
一
般
、
眼
や
頭
や
手
な
ど
が
假
幻

的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
我
々
の
意
識
の
中
に
あ
る
こ
れ
ら
の
心
像
を
作
り
出
す
た
め
に
缺
く
こ
と

の
で
き
ぬ
ま
こ
と
の
色
と
も
い
ふ
べ
き
普
遍
（universalia

）
は
眞
實
に
存
在
す
る
も
の
と
考
へ
ら
る
べ

き
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
こ
こ
に
普
遍
と
い
ふ
の
は
、
物
體
の
普
遍
的
な
性
質
、
延
長
、
形
状
、
數
、

空
間
、
時
間
な
ど
で
あ
る
。
從
つ
て
複
合
的
な
物
體
を
考
察
す
る
物
理
學
、
天
文
學
、
醫
學
な
ど
の
學
問

が
疑
は
し
く
あ
る
と
し
て
も
、
最
も
單
純
で
最
も
普
遍
的
な
對
象
を
取
扱
ふ
と
こ
ろ
の
、
算
術
や
幾
何
學

の
如
き
學
問
は
確
實
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
最
後
に
數
學
の
教
へ
る
命

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

　
こ
こ
に
我
々
は
デ
カ
ル
ト
の
懷
疑
の
目
的
が
ど
こ
に
あ
つ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
第

一
に
、
彼
は
懷
疑
を
物
の
超
越
的
存
在
に
向
け
た
。
知
覺
や
記
憶
は
こ
れ
ら
の
心
像
に
類
似
し
相
應
す
る

物
が
我
々
の
意
識
の
外
に
實
在
す
る
か
の
や
う
に
我
々
に
告
げ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
我
々
の
こ
の
や
う
な
自

然
的
な
考
へ
方
を
押
し
や
る
た
め
に
夢
の
假
説
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
私
は
し
ば
し
ば
夢
に
お
い
て
私
が
現
に

見
た
り
觸
れ
た
り
す
る
事
實
と
同
じ
事
實
を
同
樣
に
明
か
に
意
識
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
仔
細
に
考

へ
る
と
、
私
は
夢
と
現
と
を
分
つ
べ
き
確
か
な
指
標
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
私
の
生
涯
の
現
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實
が
ひ
と
つ
の
夢
幻
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
あ
か
し
す
る
す
べ
を
知
ら
な
い
。
も
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
、

我
々
の
自
然
的
な
態
度
に
お
い
て
確
實
に
見
え
る
心
の
外
の
存
在
は
十
分
に
疑
は
る
べ
き
理
由
を
も
つ
て

ゐ
る
。
か
や
う
に
し
て
デ
カ
ル
ト
の
懷
疑
の
目
的
の
一
つ
は
超
越
的
な
も
の
を
排
し
て
す
べ
て
を
内
在
的

に
考
察
し
得
る
如
き
立
場
を
發
見
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
。
第
二
に
、
デ
カ
ル
ト
は
懷
疑
を
數
學
的
對
象
に

ま
で
擴
げ
る
。
こ
の
と
き
夢
の
假
説
は
も
は
や
用
を
な
さ
ぬ
。
算
術
や
幾
何
學
の
對
象
は
私
の
心
の
外
に

あ
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
私
の
意
識
に
生
具
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
數
學
を
考
へ
る
と
き
、
私

の
取
扱
ふ
對
象
が
自
然
的
現
實
の
う
ち
に
實
在
す
る
か
否
か
を
問
は
な
い
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
二
と
三

と
の
和
は
五
で
あ
る
、
な
ど
と
い
ふ
命
題
は
、
私
が
眠
つ
て
ゐ
る
に
し
て
も
私
が
覺
め
て
ゐ
る
に
し
て
も

少
し
も
變
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
命
題
を
搖
り
動
か
す
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
は
有
名
な
惡
魔
の
假

説
を
用
ゐ
た
。
假
に
萬
能
で
、
し
か
も
惡
意
を
も
つ
た
惡
魔
が
ゐ
て
、
私
を
誤
ら
せ
る
た
め
に
全
力
を
使

つ
て
ゐ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
私
が
二
と
三
と
を
加
へ
る
毎
に
、
自
分
で
は
完
全
な
認
識
を
も
つ
て
ゐ
る
と

信
じ
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
た
び
毎
に
私
を
つ
ね
に
誤
ら
せ
て
ゐ
な
い
と
は
保
證
し
難
い
で
あ
ら
う
。

何
故
に
デ
カ
ル
ト
は
惡
魔
の
助
を
借
り
て
ま
で
、
我
々
に
自
明
の
も
の
と
見
え
る
數
學
的
認
識
を
懷
疑
の

中
へ
引
き
入
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
數
學
の
命
題
が
確
實
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
我
々
に
と
つ
て
先
づ
い

は
ば
事
實
で
あ
つ
て
、
我
々
は
こ
の
一
般
的
な
事
實
に
つ
い
て
そ
の
根
源
を
問
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
懷
疑
は
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事
實
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
事
實
の
根
源
に
關
す
る
問
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
事
實
を
搖
り
動
か

す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
デ
カ
ル
ト
の
求
め
る
も
の
が
單
な
る
眞
理
で
は
な
く
、
基
礎
附
け
ら
れ
た

眞
理
で
あ
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
我
々
は
あ
の
夢
の
假
説
を
も
こ
の
意
味
に
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
か
や
う
に
し
て
い
は
ゆ
る
懷
疑
論
者
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト
は
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。

彼
は
眞
理
の
存
在
を
疑
つ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
む
し
ろ
我
々
は
彼
が
懷
疑
の
存
在
に
よ
つ
て
眞
理
の
存

在
を
論
證
し
て
ゐ
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
私
が
疑
ふ
と
い
ふ
の
は
何
物
か
が
私
に
缺
け
て
ゐ
る
た
め

で
あ
る
。
し
か
る
に
も
し
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
私
の
缺
乏
を
知
る
如
き
完
全
な
實
在
の
觀
念
が
私
の

う
ち
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
私
は
自
己
が
疑
ひ
、
從
つ
て
自
己
が
缺
け
て
ゐ
る
こ
と
を
知
り
得
る
理
由

は
な
い
、
と
彼
は
論
じ
て
ゐ
る
。
完
全
な
實
在
と
い
ふ
の
は
神
で
あ
り
、
神
は
眞
理
の
寶
庫
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
は
懷
疑
に
よ
つ
て
發
見
さ
れ
た
原
理
を
「
私
は
考
へ
る
、
故
に
私
は
在
る
」
（cogito ergo 

sum

）
と
い
ふ
命
題
で
現
は
し
た
。
こ
の
場
合
コ
ギ
ト
（
私
は
考
へ
る
）
と
い
ふ
の
は
單
に
思
惟
す
る
こ

と
で
は
な
い
。
表
象
し
、
思
惟
し
、
感
情
し
、
意
志
す
る
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
、
一
言
で
い
ふ
と
意

識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
私
が
考
へ
る
故
に
私
が
存
在
す
る
と
い
ふ
推
理
で
も
な
い
。
意
識
す

る
も
の
（res cogitans

）
と
し
て
の
私
の
存
在
が
そ
こ
に
自
證
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
が
散
歩
に
行
く
と

い
ふ
こ
と
は
私
が
夢
に
空
想
し
て
ゐ
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
私
が
意
識
し
て
ゐ
る
と
い
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ふ
こ
と
を
私
は
單
に
空
想
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
空
想
も
そ
れ
自
身
意
識
の
一
種
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
同
じ
や
う
に
、
私
が
疑
ふ
と
し
て
も
、
疑
ふ
と
い
ふ
意
識
は
私
に
と
つ
て
確
實
で
あ
る
。
か
や

う
に
し
て
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
。
第
一
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
内
在
的
に
す
る
存
在
の
領
域
で
あ
る
。
私
は
意
識
さ
れ
た
も
の
を
意
識
す
る
（ego cogito cogitatione

s

）
と
い
ふ
關
係
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
關
聯
し
て
、
第
二
に
、
そ
れ
は
彼
の
言
葉
を
用

ゐ
る
と
明
晰
判
明
に
（clare et distincte

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

の
確
實
性
を
統
一
的
な
基
本
的
な
眞
理
と
考
へ
た
。
そ
し
て
私
の
自
己
意
識
の
や
う
に
明
晰
判
明
に
知
ら

れ
る
一
切
の
も
の
は
眞
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
こ
と
を
彼
は
學
問
的
方
法
の
原
理
と
し
て
据
ゑ
た

の
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
コ
ギ
ト
の
發
見
に
よ
つ
て
我
々
は
も
は
や
認
識
の
道
徳
的
條
件
に
つ
い
て
語
る
こ

と
を
要
し
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
方
法
的
な
懷
疑
に
よ
つ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
は
彼
の
い
ふ
純
粹
意
識
（reines B

ew
usstsein

）

の
領
域
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
領
域
を
見
出
す
た
め
の
方
法
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
學

的
還
元
（
〔pha:nom

enologische R
eduktion

〕
）
と
呼
ぶ
。
こ
の
還
元
が
行
は
れ
る
た
め
に
は
、
先
づ

自
然
的
な
態
度
（
〔natu:rliche Einstellung

〕
）
が
排
去
（ausschalten

）
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
超
越
的
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な
事
實
は
そ
れ
に
よ
つ
て
直
接
な
意
識
に
内
在
的
と
な
る
。
次
に
ま
た
超
越
的
な
事
實
ば
か
り
で
な
く
、

超
越
的
な
本
質
が
内
在
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
質
と
い
ふ
の
は
こ
れ
ま
で
イ
デ
ア
と
い
つ
た

も
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
學
的
還
元
の
も
と
に
超
越
的
自
然
の
み
で
な
く
、
超
越
的
本
質
を
も
、

從
つ
て
こ
の
本
質
を
研
究
の
對
象
と
す
る
本
質
學
を
も
引
き
入
れ
る
。
我
々
は
そ
れ
が
如
何
に
デ
カ
ル
ト

の
方
法
的
懷
疑
に
類
似
し
て
ゐ
る
か
を
見
遁
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
還
元
を
古
代
の
懷
疑

論
者
の
用
語
に
從
つ
て
現
象
學
的
エ
ポ
ケ
ー
（
判
斷
中
止
）
と
も
稱
し
て
ゐ
る
。

　
意
識
の
本
性
は
志
向
性
（
〔Intentionalita:t

〕
）
に
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
考
へ
を
ブ
レ
ン
タ
ー

ノ
か
ら
得
た
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
精
神
現
象
が
獨
自
の
領
域
を
も
ち
、
自
己
を
物
理
現
象
か
ら
區
別
す
る

特
性
を
求
め
、
こ
れ
を
ス
コ
ラ
哲
學
に
倣
つ
て
、
對
象
の
志
向
的
内
在
（intentionale Inexistenz eines 

G
egenstandes

）
と
し
て
規
定
し
た
。
即
ち
精
神
現
象
は
な
ん
ら
か
の
對
象
を
指
示
し
、
或
る
ひ
と
つ
の

内
容
に
關
係
す
る
こ
と
を
も
つ
て
特
色
と
す
る
。
我
々
は
す
べ
て
の
心
的
作
用
に
お
い
て
或
る
も
の
が
對

象
と
し
て
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
を
見
出
す
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
こ
の
關
係
を
内
在
的
對
象
性

（
〔im
m

anente G
egensta:ndlichkeit

〕
）
と
も
名
附
け
た
。
即
ち
、
表
象
に
お
い
て
は
或
る
物
が
表
象

さ
れ
、
判
斷
に
お
い
て
は
何
物
か
が
是
認
も
し
く
は
否
認
さ
れ
、
愛
に
お
い
て
は
愛
さ
れ
る
何
物
か
を
、

憎
み
に
お
い
て
は
憎
ま
れ
る
或
る
物
を
、
慾
望
に
お
い
て
は
欲
せ
ら
れ
る
對
象
を
、
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
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心
的
作
用
に
お
い
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
や
う
な
思
想
を
承
け
て
純
粹
意
識
の
ノ
エ

シ
ス
・
ノ
エ
マ
的
構
造
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
何
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。
我
々
は
す
で
に

フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
學
的
還
元
を
行
ふ
た
め
に
先
づ
自
然
的
な
態
度
を
排
去
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か

る
に
彼
に
お
い
て
は
こ
の
や
う
な
排
去
は
同
時
に
積
極
的
な
も
の
に
對
す
る
準
備
の
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
。

こ
の
も
の
は
本
質
化
作
用
（Ideation

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
質
の
直
觀
で
あ
り
、
本
質
の
直
接
的
で
具

體
的
な
把
捉
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
本
質
は
個
物
の
中
に
あ
つ
て
し
か
も
こ
れ
を
超
越
す
る
。
事
實
は
本
質

化
作
用
に
よ
つ
て
そ
の
本
質
ま
た
は
形
相
（Eidos

）
に
ま
で
還
元
さ
れ
、
こ
こ
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
は

ゆ
る
本
質
的
還
元
或
ひ
は
形
相
學
的
還
元
（eidetische R

eduktion

）
が
行
は
れ
る
。
し
か
る
に
本
質
は

一
種
の
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
更
に
現
象
學
的
或
ひ
は
先
驗
的
還
元
に
よ
つ
て
内
在
的
な
も
の
と

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
純
粹
意
識
の
領
域
は
か
や
う
な
二
重
の
還
元
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
イ
デ
ア
の
純
粹
内
在
の
世
界
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
プ
ラ
ト
ン
以
來
イ
デ
ア
と
結
び
附
い
て
ゐ
る

ヌ
ー
ス
（
理
性
的
直
觀
）
の
語
を
と
つ
て
、
純
粹
意
識
を
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
的
構
造
の
も
の
と
し
て
規

定
し
た
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
い
ふ
や
う
に
、
意
識
の
志
向
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
意
識
の

作
用
に
も
必
ず
對
象
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
と
は
ひ
と
つ
の
意
識
に
お
い
て
か
や
う
な

主
觀
的
側
面
と
客
觀
的
側
面
と
を
構
成
す
る
。
如
何
な
る
意
識
に
つ
い
て
も
つ
ね
に
こ
の
二
つ
の
側
面
が
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見
出
さ
れ
、
こ
の
二
つ
の
も
の
は
つ
ね
に
相
關
的
な
關
係
を
保
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
相
關
性
は
意
識

の
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
的
構
造
の
第
一
の
原
則
で
あ
る
。
そ
の
第
二
の
原
則
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
は
、

そ
れ
と
關
聯
し
て
、
ノ
エ
マ
的
側
面
の
ど
の
や
う
な
低
度
の
變
化
に
も
必
ず
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
に
お
い
て

一
々
こ
れ
に
照
應
す
る
要
素
が
認
め
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

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

る
で
あ
ら
う
。
こ
こ
に
模
寫
説
的
な
考
へ
方
の
本
來
の
意
圖
が
、
模
寫
説
に
陷
る
こ
と
な
し
に
顯
は
に
さ

れ
る
に
到
つ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
場
合
次
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
一
、
そ
こ
で
は
眞
理
の
基
準
は
明
證
（Evidenz

）
に
求
め
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
既
に
こ
の
道
を
と

つ
て
ゐ
る
。
彼
は
明
晰
に
し
て
判
明
な
る
知
覺
（clara et distincta perceptio

）
を
も
つ
て
眞
理
の
標
準

と
し
た
。
明
晰
と
は
精
神
に
と
つ
て
直
觀
的
に
現
前
す
る
も
の
、
判
明
と
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
明
晰
に

し
て
、
且
つ
判
然
と
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
を
い
ふ
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
明
晰
判
明
で
あ
り
、
そ
の
明

證
が
い
か
な
る
他
の
も
の
か
ら
も
導
か
れ
る
の
で
な
く
、
專
ら
そ
れ
自
身
に
お
い
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
ゐ

る
も
の
が
元
來
、
彼
の
生
具
觀
念
と
稱
す
る
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
第
二
、
明
證
を
も
つ
て
眞
理
の

基
準
と
す
る
の
は
根
本
的
に
は
知
覺
説
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
こ
こ
に
い

ふ
知
覺
は
も
と
よ
り
感
性
知
覺
の
こ
と
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
知
覺
に
二
つ
の
も
の
を
、
感
性
か
ら
の
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知
覺
（perceptio sensu

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

）
と
を
區
別
し
た
。
明
證
を

伴
ふ
の
は
明
か
に
後
の
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
人
が
ヌ
ー
ス
と
い
つ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ

で
あ
ら
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ヌ
ー
ス
即
ち
理
性
は
知
覺
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
ゐ
る
。
か
や

う
な
理
性
的
な
知
覺
に
お
い
て
事
物
の
本
質
即
ち
イ
デ
ア
は
十
全
に
與
へ
ら
れ
（
〔ada:quat-gegeben

〕
）
、
か
や
う
な
も
の
に
し
て
初
め
て
明
證
的
に
措
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
（evident-setzbar

）
、
そ

の
や
う
な
も
の
が
眞
理
で
あ
る
の
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
合
理
論
的
な
模
寫
説
の
本
來
の
意
味
は
こ
こ
に
お

い
て
明
か
で
あ
ら
う
。

　
經
驗
論
的
な
模
寫
説
も
一
種
の
知
覺
説
で
あ
る
こ
と
に
は
變
り
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
知
性
的
な

知
覺
で
な
く
て
感
性
的
な
知
覺
が
問
題
に
な
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
存

在
が
異
る
た
め
で
あ
る
。
一
は
あ
の
叡
智
的
世
界
を
、
他
は
感
性
的
世
界
を
認
識
の
對
象
と
し
て
定
立
す

る
。
先
に
述
べ
た
や
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
諸
印
象
が
直
觀
的
な
確
實
性
を
も
つ
て
ゐ
る
と
し
た
。
こ
れ
は

經
驗
論
的
な
認
識
論
の
根
本
前
提
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
こ
の
根
本
前
提
が
既
に
疑
は
し
い
。
な
ぜ
な
ら

そ
こ
で
は
純
粹
に
内
在
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
が
許
さ
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、

感
性
的
な
直
觀
に
お
い
て
與
へ
ら
れ
る
の
は
つ
ね
に
個
々
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
る
に
我
々
の
知
識
は
つ

ね
に
普
遍
的
な
、
必
然
的
な
關
係
の
把
捉
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
何
處
か
ら
來
る
の
で
あ
る
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か
。
感
性
知
覺
に
お
い
て
與
へ
ら
れ
る
諸
内
容
と
共
に
お
の
づ
か
ら
ま
た
そ
の
一
切
の
關
係
が
與
へ
ら
れ

る
と
考
へ
る
な
ら
ば
、
經
驗
論
は
感
覺
論
（Sensualism

us

）
と
な
る
。
感
覺
論
は
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
た

だ
外
的
な
、
感
性
的
な
知
覺
か
ら
の
み
由
來
す
る
と
説
く
。
そ
れ
は
意
識
に
お
け
る
諸
要
素
の
單
な
る
共

在
か
ら
認
識
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
も
の
の
間
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
關
係
を
も
導
き
出
さ
う
と
す
る
。
そ

れ
は
諸
内
容
の
間
に
ど
の
や
う
な
關
係
が
妥
當
し
得
ま
た
妥
當
す
べ
き
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
も
の
は

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

て
ひ
と
は
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
最
も
原
始
的
な
關
係
、
例
へ
ば
比
較
或
ひ
は
區
別
の
如
き
で
さ
へ
、
個

々
の
内
容
の
い
か
な
る
も
の
の
う
ち
に
も
、
ま
た
そ
の
和
の
う
ち
に
も
與
へ
ら
れ
て
を
ら
ず
、
む
し
ろ
そ

れ
は
與
へ
ら
れ
た
諸
内
容
に
對
し
て
或
る
新
し
い
も
の
、
他
の
種
類
の
も
の
と
し
て
附
け
加
は
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
だ
か
ら
ロ
ッ
ク
の
如
き
も
諸
要
素
を
關
係
づ
け
る
諸
活
動
、
記
憶
、
區
別
、
比
較
、
結
合
等
の

も
の
を
精
神
の
諸
能
力
（faculties

）
と
稱
し
、
こ
れ
ら
の
精
神
み
づ
か
ら
の
機
能
の
仕
方
は
感
覺
に
よ

つ
て
で
な
く
、
反
省
に
よ
つ
て
意
識
さ
れ
る
と
考
へ
た
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
は
經
驗
論
者
と
し
て
の
制
限
の

た
め
に
、
こ
れ
ら
の
諸
活
動
を
も
受
動
的
な
も
の
と
し
、
感
覺
の
内
容
に
束
縛
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
た
。

　
ロ
ッ
ク
が
精
神
の
諸
能
力
に
歸
し
た
も
の
に
我
々
は
自
己
活
動
性
を
與
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
思
は
れ

る
。
こ
の
や
う
な
自
己
活
動
的
な
能
力
は
直
觀
に
對
し
て
普
通
に
思
惟
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
し
か
も
こ
こ
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に
い
ふ
思
惟
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
ヌ
ー
ス
で
な
く
、
む
し
ろ
デ
ィ
ア
ノ
イ
ア
即
ち
比
量
的
な
悟
性
（V

ersta

nd
）
と
し
て
の
思
惟
で
あ
る
。
か
や
う
に
し
て
思
惟
を
も
つ
て
特
に
す
ぐ
れ
た
認
識
の
作
用
と
見
る
思
想

が
現
は
れ
る
。
カ
ン
ト
の
如
き
は
こ
れ
に
數
へ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ン
ト
に
と
つ
て
も
認
識
の

對
象
と
し
て
問
題
に
な
つ
た
の
は
經
驗
的
な
存
在
で
あ
つ
た
。
直
觀
は
彼
に
お
い
て
も
主
と
し
て
感
性
的

な
直
觀
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
彼
は
感
性
を
受
容
性
（
〔R

ezeptivita:t

〕
）
と
し
て
特
性
附
け
る
。
こ

れ
に
反
し
て
悟
性
は
自
發
性
（
〔Spontaneita:t

〕
）
を
本
質
と
す
る
と
い
は
れ
る
。
悟
性
の
は
た
ら
き

は
何
よ
り
も
判
斷
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
の
如
き
も
判
斷
を
も
つ
て
特
に
す
ぐ
れ
た
認
識
の
作
用
と
考

へ
た
。

　
認
識
は
判
斷
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
は
現
代
の
新
カ
ン
ト
學
派
に
よ
つ
て
繼
承
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ

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

一
層
鋭
く
表
象
さ
れ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
或
る
音
曲
に
聞
き
と
れ
て
ゐ
る
場
合
、
私
の
全
努
力
は
そ

の
音
の
何
物
も
聞
き
落
す
ま
い
と
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
音
に
つ
い
て
判
斷
を
下
す
必
要
は
必
ず
し
も
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
我
々
が
判
斷
を
下
す
と
、
判
斷
さ
れ
た
内
容
は
明
か
る
さ
と
鋭
さ
と
に

お
い
て
却
つ
て
減
退
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
ま
た
我
々
は
極
め
て
ぼ
ん
や
り
し
た
微
弱
な
音
に
つ
い
て

も
、
強
い
、
確
か
な
、
は
つ
き
り
し
た
音
に
つ
い
て
と
同
じ
や
う
に
判
斷
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
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の
音
が
相
繼
續
す
る
と
判
斷
さ
れ
る
場
合
に
我
々
の
表
象
す
る
音
と
音
と
の
關
係
は
、
判
斷
を
下
す
こ
と

な
し
に
音
の
相
繼
續
す
る
の
を
聞
く
と
き
の
そ
れ
と
、
な
ん
の
變
り
も
な
い
。
こ
の
事
實
は
、
判
斷
に
お

い
て
は
、
表
象
さ
れ
た
音
に
、
そ
の
表
象
か
ら
判
斷
を
構
成
す
べ
き
何
物
か
が
加
は
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

を
證
し
て
あ
ま
り
あ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
ら
ば
判
斷
を
形
作
る
こ
の
新
し
い
要
素
と
は
何
で
あ
ら
う
か
。

多
く
の
人
が
か
や
う
な
新
し
い
要
素
の
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
注
意
し
て
ゐ
る
。
判
斷
は
一
般
的
に
い

ふ
と
主
語
表
象
と
客
語
表
象
と
の
結
合
で
あ
る
。
ロ
ッ
ツ
ェ
に
よ
る
と
、
判
斷
に
お
い
て
は
主
語
と
客
語

と
の
關
係
の
上
に
、
こ
の
關
係
の
妥
當
如
何
を
言
ひ
表
は
す
べ
き
第
二
の
判
斷
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

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

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

の
妥
當
性
を
言
ひ
表
は
す
べ
き
新
し
い
第
二
の
判
斷
が
更
に
必
要
と
な
り
、
か
く
て
副
判
斷
の
無
限
の
系

列
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
マ
ン
は
判
斷
に
お
け
る
肯
定
と
否
定
を
、
主
語
と
客
語

と
の
間
の
單
に
表
象
さ
れ
た
關
係
を
化
し
て
判
斷
と
な
す
と
こ
ろ
の
批
評
的
態
度
で
あ
る
と
考
へ
た
。
こ

の
見
解
か
ら
彼
は
判
斷
を
單
な
る
理
論
的
態
度
と
見
な
い
で
、
實
踐
的
性
質
を
帶
び
、
意
欲
的
能
力
の
共

存
す
る
精
神
の
發
現
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
結
論
を
引
出
し
て
ゐ
る
。
ま
た
ウ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト

は
判
斷
（U

rteil

）
と
價
値
判
斷
（B

eurteilung

）
と
を
區
別
す
る
。
判
斷
と
い
ふ
の
は
價
値
判
斷
に
よ
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つ
て
初
め
て
眞
僞
が
判
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
純
理
論
的
な
表
象
結
合
で
あ
る
。
我
々
の
思
惟
に
し
て
認
識

を
、
從
つ
て
眞
理
を
目
差
し
て
ゐ
る
限
り
、
我
々
の
判
斷
は
す
べ
て
價
値
判
斷
の
も
と
に
從
屬
す
る
。
認

識
の
命
題
は
つ
ね
に
判
斷
と
價
値
判
斷
と
の
或
る
種
の
結
合
を
含
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
表
象
の
結
合
で
は

あ
る
が
、
そ
の
眞
理
價
値
は
肯
定
ま
た
は
否
定
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
ウ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
い
つ

て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
判
斷
の
本
質
に
關
す
る
こ
れ
ら
の
見
方
が
な
ほ
幾
分
心
理
學
的
で
あ
る
の
に
對
し
て
、

リ
ッ
ケ
ル
ト
は
判
斷
の
本
質
を
純
粹
に
論
理
的
に
考
察
す
る
に
は
、
判
斷
を
も
つ
て
問
に
對
す
る
答
と
見

れ
ば
最
も
適
當
で
あ
る
と
考
へ
る
。
問
に
對
す
る
答
は
、
そ
の
問
の
答
へ
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

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

る
。
判
斷
の
論
理
的
本
質
は
問
の
う
ち
に
あ
る
表
象
的
要
素
の
肯
定
或
ひ
は
否
定
な
し
に
は
考
へ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
い
ま
認
識
は
判
斷
で
あ
り
、
判
斷
の
本
質
は
肯
定
と
否
定
で
あ
る
か
ら
、
認
識
す
る
と
い

ふ
こ
と
は
、
そ
の
論
理
的
本
質
に
お
い
て
見
る
と
、
肯
定
ま
た
は
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
肯

定
或
ひ
は
否
定
に
お
い
て
我
々
は
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
價
値
に
對
し
て
態
度
を
と
つ
て
ゐ
る
。
純
粹
な
理

論
的
認
識
の
場
合
に
お
い
て
も
な
ん
ら
か
の
價
値
に
對
し
て
と
る
べ
き
態
度
が
問
題
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
し
か
る
に
苟
も
認
識
の
名
に
値
す
る
判
斷
は
必
然
的
な
、
普
遍
妥
當
的
な
判
斷
で
あ
る
べ
き
筈
で

あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
價
値
も
單
な
る
快
樂
の
如
き
個
人
的
な
も
の
で
な
く
、
超
個
人

35



的
な
、
永
遠
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
時
間
的
な
心
象
と
し
て
終
始
す
る
と
こ
ろ
の
個
人

的
意
識
内
容
に
屬
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
を
超
越
す
る
と
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
や
う
な

超
越
的
價
値
こ
そ
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
る
と
、
判
斷
の
對
象
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
認
識
の
對
象
な
の

で
あ
る
。
認
識
の
對
象
で
あ
る
か
や
う
な
價
値
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
存
在
す
る
と
い
ひ
得
る
も

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

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

の
で
あ
る
か
。
判
斷
に
よ
つ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
あ
ら
ゆ
る
判
斷
の
眞
理
は
肯
定
の
う
ち

に
是
認
さ
れ
た
價
値
に
も
と
づ
き
、
專
ら
こ
の
價
値
の
肯
定
に
存
す
る
の
で
あ
つ
て
、
存
在
の
認
識
を
含

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

る
。
價
値
は
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
却
つ
て
ロ
ッ
ツ
ェ
が
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
を
存
在
す
る
こ
と
な
く

た
だ
妥
當
（gelten

）
す
る
も
の
と
解
し
た
の
に
倣
つ
て
、
妥
當
す
る
と
い
は
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。
價

値
は
妥
當
の
國
に
故
郷
を
も
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
感
性
的
世
界
と
叡
智
的
世
界
と
の
ほ
か
に
あ
つ
て
、
い

は
ゆ
る
第
三
帝
國
を
形
作
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
三
　
主
觀
と
客
觀
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ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
そ
の
『
人
間
悟
性
新
論
』
（N

ouveaux essais sur l'entendem
ent hum

ain

）
に
お
い

て
ロ
ッ
ク
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
一
歩
一
歩
批
評
し
た
。
ロ
ッ
ク
が
生
具
觀
念
の
説
を
攻
撃
し
た
諸
論
據
の

中
に
は
、
精
神
の
う
ち
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
精
神
が
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
何
物
も
あ
り
得
な
い
と
い
ふ
こ
と

が
あ
つ
た
。
彼
は
こ
の
原
則
を
ま
た
他
の
側
か
ら
言
ひ
表
は
し
て
、
精
神
は
つ
ね
に
思
惟
す
る
も
の
で
な

い
と
も
い
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
デ
カ
ル
ト
の res cogitans 

と
し
て
の
精
神
、
言
ひ
換
へ
る
と
自

己
の
内
容
を
つ
ね
に
明
晰
判
明
に
意
識
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
精
神
は
疑
は
し
い
も
の
に
さ
れ
た
や
う
に
見
え

る
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
彼
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
の
思
想
を
も
つ
て
ロ
ッ
ク
と
デ
カ
ル
ト
と
の
間
に
立
つ
て
獨
特

の
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
。
彼
が
世
界
の
實
體
と
考
へ
た
モ
ナ
ド
は
表
象
す
る
力
で
あ
つ
た
。
そ
れ
だ
か
ら

モ
ナ
ド
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
表
象
（perceptions

）
を
も
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ

る
。
し
か
る
に
一
切
の
モ
ナ
ド
は
、
從
つ
て
物
質
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
モ
ナ
ド
も
、
心
的
な
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
表
象
が
す
べ
て
明
晰
に
し
て
判
明
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ

こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
微
小
表
象
（petites perceptions
）
の
説
を
持
ち
出
し
た
。
微
小
表
象
と
い
ふ
の
は

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

れ
ど
も
つ
ね
に
意
識
さ
れ
た
、
つ
ね
に
明
晰
判
明
な
表
象
を
も
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
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生
命
は
、
無
意
識
的
か
ら
意
識
的
へ
の
、
闇
冥
に
し
て
混
雜
せ
る
表
象
か
ら
明
晰
に
し
て
判
明
な
る
表
象

へ
の
發
展
に
あ
る
。
か
や
う
に
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
精
神
が
單
に
諸
表
象
を
も
つ
て
ゐ
る
状
態
と
精
神
が

そ
れ
ら
の
も
の
を
意
識
し
て
ゐ
る
状
態
と
を
區
別
し
た
。
前
者
を
表
象
（perception

）
と
い
ひ
、
後
者

を
統
覺
（apperception

）
と
稱
す
る
。
從
つ
て
統
覺
は
無
意
識
的
な
、
闇
冥
な
諸
表
象
が
明
晰
に
し
て

判
明
な
意
識
に
高
め
ら
れ
、
か
く
て
精
神
に
よ
つ
て
自
己
自
身
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
自
覺
に
よ
つ

て
占
有
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ラ
イ
プ
ニ
ツ
に
よ
る
と
モ
ナ
ド
は
窓
を
も
た
な
い
。
モ
ナ
ド
に

は
窓
が
な
い
故
に
、
感
性
知
覺
を
物
の
心
に
對
す
る
作
用
と
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
感
性
表
象
は

む
し
ろ
精
神
が
豫
定
調
和
（
〔harm

onie pre'e'tablie

〕
）
に
よ
つ
て
、
即
ち
諸
實
體
の
間
に
は
調
和
が

豫
定
さ
れ
て
ゐ
て
、
モ
ナ
ド
の
各
々
は
た
だ
み
づ
か
ら
活
動
し
つ
つ
も
そ
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
す

べ
て
の
他
の
モ
ナ
ド
と
完
全
に
相
互
に
一
致
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
原
理
に
よ
つ
て
、
闇
冥
に
し
て
混
雜
せ
る

仕
方
で
微
小
表
象
と
し
て
展
開
す
る
と
こ
ろ
の
活
動
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
感
性
表
象
に
つ

い
て
行
は
れ
る
變
化
は
た
だ
そ
れ
の
明
晰
化
、
自
覺
へ
の
攝
取
、
統
覺
と
見
ら
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。

　
こ
の
や
う
に
し
て
感
性
と
悟
性
と
の
區
別
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
に
お
い
て
、
明
晰
性
と
判
明
性
と
の
種
々

の
程
度
と
い
ふ
こ
と
と
合
致
す
る
で
あ
ら
う
。
兩
者
は
同
一
の
内
容
を
も
つ
の
で
あ
つ
て
、
た
だ
一
は
他

が
明
晰
に
判
明
に
所
有
す
る
も
の
を
闇
冥
に
混
雜
に
表
象
す
る
と
い
ふ
だ
け
で
あ
る
。
精
神
の
う
ち
へ
は
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何
物
も
外
部
か
ら
入
つ
て
來
な
い
、
そ
れ
が
意
識
的
に
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
既
に
前
に
無
意
識
的

に
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
。
精
神
は
そ
の
意
識
的
な
表
象
に
お
い
て
も
と
も
と
そ
の

う
ち
に
な
か
つ
た
も
の
を
な
ん
ら
作
り
出
さ
な
い
。
か
や
う
に
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
、
或
る
意
味
で
は
、

即
ち
無
意
識
的
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
生
具
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
他
の
意
味
で
は
、
即
ち
意
識

的
に
は
、
人
間
の
精
神
に
は
な
ん
ら
の
表
象
も
生
具
し
て
ゐ
な
い
と
考
へ
た
。
感
性
と
知
性
と
は
こ
の
や

う
に
し
て
結
合
さ
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ
に
よ
る
と
、
悟
性
即
ち
關
係
附
け
る
思
惟
の
一
般
的
命
題
も
知
覺

の
う
ち
に
微
小
表
象
と
し
て
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
既
に
感
性
的
表
象
の
う
ち
に
、
後
に
は
一
般
的
根
本
命
題

と
し
て
悟
性
の
把
握
の
明
晰
性
と
判
明
性
と
に
持
ち
來
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
精
神
の
活
動
諸
形
式
は
、
不
明

晰
に
混
雜
し
て
隱
さ
れ
て
ゐ
る
。
感
性
と
知
性
と
の
か
や
う
な
結
合
を
表
現
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
い
ふ
、

知
性
そ
の
も
の
を
除
い
て
、
先
に
感
性
の
う
ち
に
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の
何
物
も
知
性
の
う
ち
に
な
い
（N

i

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

）
と
。

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

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

逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
先
づ
二
つ
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
か
う
。
第
一
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
感
性

と
悟
性
と
の
結
合
を
考
へ
な
が
ら
、
彼
に
お
い
て
問
題
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
な
ほ
ど
こ
ま
で
も
悟
性
の
眞
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理
で
あ
り
、
叡
智
的
な
存
在
で
あ
つ
て
、
た
だ
こ
の
も
の
の
た
め
に
そ
の
結
合
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
物

質
も
彼
に
と
つ
て
は
心
的
本
質
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
。
彼
が
永
久
眞
理
（
〔ve'rite's e'ternelle

s

〕
）
と
事
實
眞
理
（
〔ve'rite's de fait

〕
）
と
を
區
別
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
前
者
は
無
時
間
的

な
妥
當
性
を
、
後
者
は
一
囘
的
な
妥
當
性
を
も
つ
て
ゐ
る
。
兩
者
に
共
通
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
共
に

直
觀
的
に
、
言
ひ
換
へ
る
と
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
他
の
も
の
か
ら
の
演
繹
に
よ
つ
て
で
は
な

く
、
確
實
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
ら
は
第
一
眞
理
（prim

ae veritates

）
と
も
呼
ば
れ

る
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
第
一
眞
理
の
二
つ
の
種
類
、
合
理
的
眞
理
と
經
驗
的
眞
理
と
に
、
デ
カ
ル
ト
の
明
晰

及
び
判
明
の
概
念
を
結
び
つ
け
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
二
人
の
哲
學
者
に
お
い
て
多
少
違
つ
た
意
味
で
使

は
れ
て
ゐ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
規
定
に
よ
る
と
、
明
晰
な
表
象
と
は
す
べ
て
の
他
の
も
の
か
ら
確
か
に
區

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

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

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

眞
理
は
明
晰
で
は
あ
る
が
判
明
で
は
な
い
。
第
一
の
も
の
に
は
そ
の
反
對
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
確
信

が
結
び
つ
い
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
第
二
の
も
の
に
お
い
て
は
そ
の
反
對
が
考
へ
ら
れ
得
る
。
前
者
に
お
い

て
は
そ
の
直
觀
的
確
實
性
は
矛
盾
律
に
も
と
づ
き
、
後
者
に
お
い
て
は
そ
の
事
實
的
現
實
性
に
よ
つ
て
保
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證
さ
れ
た
可
能
性
は
な
ほ
充
足
理
由
律
に
從
つ
て
の
説
明
を
必
要
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
こ

の
や
う
な
差
別
は
た
だ
人
間
悟
性
の
不
完
全
に
の
み
關
係
す
る
と
考
へ
た
。
合
理
的
眞
理
に
お
い
て
は
我

々
は
そ
の
反
對
の
不
可
能
を
明
視
す
る
、
經
驗
的
眞
理
に
お
い
て
は
さ
う
で
な
く
、
我
々
は
現
實
の
認
定

に
滿
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
後
者
に
し
て
も
物
の
本
性
の
う
ち
に
（in natura rerum

）
あ

る
の
で
あ
つ
て
、
神
の
悟
性
に
と
つ
て
は
そ
の
反
對
は
不
可
能
で
あ
る
や
う
に
基
礎
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
考
へ
方
と
は
違
つ
て
、
カ
ン
ト
に
と
つ
て
は
固
有
の
意
味
に
お
い
て
認
識
と
い
は

る
べ
き
も
の
は
經
驗
的
認
識
で
あ
つ
た
。
彼
は
數
學
的
認
識
の
如
き
も
い
ま
だ
十
分
な
意
味
に
お
い
て
は

認
識
と
は
い
ひ
得
ぬ
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
經
驗
に
關
は
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
認
識

論
の
問
題
の
中
心
は
經
驗
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
し
て
最
も
決
定
的
な
こ
と
は
、
次
の
こ
と

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

自
我
無
き
世
界
哲
學
（W

elt-philosophie
）
で
あ
つ
た
。
神
を
把
捉
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
さ
へ
、
神
を

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

自
我
の
深
み
に
求
め
る
代
り
に
、
神
を
ひ
と
つ
の
世
界
に
、
此
方
の
世
界
の
外
に
あ
る
と
は
い
へ
、
な
ほ

彼
方
の
世
界
に
お
い
た
ま
で
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
神
の
概
念
に
つ
い
て
い
つ
て
ゐ
る
、

ラ
イ
プ
ニ
ツ
に
お
い
て
は
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
非
我
で
あ
る
、
一
切
の
否
定
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
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實
在
性
を
結
合
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
神
で
す
ら
が
さ
う
で
あ
る
、
批
判
的
體
系
に
從
へ
ば
、
自
我
が
す
べ

て
で
あ
る
、
と
。
ま
こ
と
に
批
判
的
體
系
と
い
は
れ
る
カ
ン
ト
の
哲
學
の
中
心
は
自
我
で
あ
つ
た
。
こ
こ

に
世
界
哲
學
と
の
對
立
に
お
い
て
自
我
哲
學
（Ichphilosophie

）
が
生
れ
た
。
自
我
を
自
我
な
ら
ぬ
す
べ

て
の
も
の
に
對
立
さ
せ
る
こ
と
は
カ
ン
ト
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
我
は
も
は
や
な
ん
ら
か
の

實
體
（Substanz
）
で
は
な
く
、
主
觀
（Subjekt

）
で
あ
る
。
主
觀
に
對
す
る
も
の
は
客
觀
（O

bjekt

）

で
あ
る
。
自
我
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
客
觀
な
ら
ぬ
も
の
、
却
つ
て
あ
ら
ゆ
る
客
觀
の
根
柢
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
中
心
問
題
は
、
如
何
に
し
て
認
識
が
對
象
ま
た
は
客
觀
に
關
係
し
、
對
象
性
或
ひ

は
客
觀
性
を
得
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
二
つ
の
前
提
の
も
と
に
お
い

て
は
い
づ
れ
も
不
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
も
し
對
象
が
主
觀
の
外
に
そ
れ
自
體
に
お
い
て
獨
立
に
存
在

し
、
我
々
の
認
識
が
た
だ
こ
れ
に
從
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
認
識
は
到
底
對
象

性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
認
識
は
對
象
の
模
寫
を
意
味
す
る
ほ
か
な
く
、
し
か

る
に
主
觀
に
お
け
る
模
寫
が
客
觀
そ
の
も
の
と
一
致
し
て
ゐ
る
か
否
か
と
い
ふ
こ
と
を
確
か
め
得
る
と
こ

ろ
の
基
準
は
こ
の
と
き
見
出
さ
れ
な
い
。
我
々
は
單
に
表
象
と
表
象
と
を
比
較
し
て
そ
の
間
の
一
致
ま
た

は
不
一
致
を
い
ひ
得
る
の
み
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
表
象
と
物
そ
の
も
の
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
物
そ
の

も
の
が
ま
た
ひ
と
つ
の
表
象
で
な
い
限
り
不
可
能
で
あ
ら
う
。
第
二
に
、
も
し
我
々
の
認
識
が
す
べ
て
經
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驗
か
ら
（a posteriori

）
來
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
認
識
は
對
象
性
或
ひ
は
客
觀
性
を
も
つ

こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
經
驗
は
單
に
然
か
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
そ
の
場
合
に
つ
い
て
教
へ
得
る
だ

け
で
あ
つ
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
必
ず
然
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
示
し
得
な
い
。
即
ち
た
だ

經
驗
に
の
み
も
と
づ
く
認
識
は
蓋
然
性
を
有
し
得
る
に
と
ど
ま
り
、
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
有
し
得
な
い
。

し
か
る
に
認
識
の
對
象
性
或
ひ
は
客
觀
性
は
そ
の
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
か
や
う
に
し

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

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

の
統
一
を
い
ふ
。
既
に
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
モ
ナ
ド
を
多
樣
の
統
一
と
し
て
規
定
し
た
。
各
々
の
モ
ナ
ド
は
そ

の
あ
ら
ゆ
る
状
態
に
お
い
て
、
一
切
の
爾
餘
の
も
の
を
表
象
し
、
そ
し
て
表
象
の
本
質
に
は
つ
ね
に
多
樣

の
統
一
化
が
屬
し
て
ゐ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
認
識
と
は
多
樣
の
統
一
で
あ
る
。
そ
の
統
一
に
お
い
て

統
一
さ
れ
る
多
樣
は
感
覺
の
多
樣
で
あ
る
。
こ
れ
は
認
識
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
つ
て
、
感
性
に
よ
つ

て
與
へ
ら
れ
る
。
認
識
の
内
容
に
對
し
て
こ
の
内
容
を
一
定
の
關
係
に
秩
序
づ
け
て
統
一
す
る
に
は
統
一

の
形
式
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
感
覺
内
容
が
與
へ
ら
れ
る
と
き
、
こ
の

も
の
は
既
に
一
定
の
形
式
に
お
い
て
與
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
直
觀
に
は
直
觀
の
形
式
が
あ
る
。
空
間
と

時
間
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
物
に
具
は
つ
て
ゐ
る
性
質
で
は
な
い
、
從
つ
て
經
驗
的
直
觀

43



に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
空
間
が
つ
ね
に
物
體
の
知
覺
に
お
い
て
現
は
れ
る
こ
と
を

知
つ
た
が
、
彼
は
デ
カ
ル
ト
な
ど
の
や
う
に
空
間
ま
た
は
延
長
を
物
體
そ
の
も
の
と
同
一
視
し
な
か
つ
た
。

物
體
の
實
體
は
彼
に
と
つ
て
む
し
ろ
力
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
彼
は
合
理
的
な
、
明
晰
且
つ
判
明
な
認
識
は

物
體
を
力
と
し
て
把
握
す
る
に
反
し
て
、
闇
冥
に
し
て
混
雜
せ
る
、
感
性
的
な
認
識
は
そ
れ
を
空
間
と
し

て
把
握
す
る
と
考
へ
た
。
空
間
は
實
體
で
は
な
く
、
む
し
ろ
心
に
お
け
る
存
在
（ens m

entale

）
と
し
て

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

en

on bene fundatum

）
で
あ
る
。
時
間
に
つ
い
て
も
同
樣
に
い
は
れ
得
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
物
體
の
こ
の

空
間
的
な
現
象
の
仕
方
に
關
係
す
る
と
こ
ろ
の
力
學
の
諸
法
則
は
な
ん
ら
合
理
的
な
、
幾
何
學
的
な
眞
理

で
な
く
、
却
つ
て
偶
然
的
な
、
事
實
的
な
眞
理
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
歸
結
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト

は
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
や
う
に
考
へ
て
は
算
術
、
幾
何
學
、
力
學
な
ど
の
認
識
の
普
遍
性
と
必
然
性
と
の
根
據

は
明
か
に
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
知
つ
た
。
空
間
及
び
時
間
は
經
驗
的
直
觀
で
は
な
く
て
純
粹
直
觀
（reine

 A
nschauung

）
で
あ
る
と
彼
は
い
ふ
。
そ
の
意
味
は
そ
れ
ら
が
直
觀
の
形
式
と
し
て
先
驗
的
（a priori

）

な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
從
つ
て
認
識
の
内
容
と
な
る
直
觀
そ
の
も
の
が
既
に
カ
ン
ト
に
お

い
て
は
ひ
と
つ
の
綜
合
概
念
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
即
ち
そ
れ
は
二
つ
の
全
く
相
異
る
要
素
、

感
覺
素
材
と
こ
れ
を
結
合
す
る
時
間
竝
び
に
空
間
の
形
式
、
一
は
經
驗
的
な
も
の
、
他
は
先
驗
的
な
も
の
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か
ら
成
立
つ
て
ゐ
る
。

　
カ
ン
ト
に
よ
る
と
認
識
は
本
來
論
理
的
な
も
の
即
ち
判
斷
で
あ
る
。
判
斷
は
思
惟
ま
た
は
悟
性
の
作
用

に
も
と
づ
く
。
カ
ン
ト
は
、
我
々
が
直
觀
の
多
樣
の
う
ち
に
綜
合
的
統
一
を
作
り
出
す
と
き
、
我
々
は
對

象
を
認
識
す
る
、
と
い
つ
て
ゐ
る
。
判
斷
の
能
力
で
あ
る
悟
性
が
か
や
う
な
統
一
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

こ
の
統
一
に
お
い
て
統
一
さ
れ
る
も
の
即
ち
認
識
の
内
容
は
思
惟
み
づ
か
ら
の
作
り
出
す
も
の
で
は
な
く
、

直
觀
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
直
觀
の
み
で
は
認
識
の
内
容
が
與
へ
ら
れ
る
の
み
で
あ
つ
て
、
認
識

は
な
い
。
認
識
は
こ
の
内
容
が
悟
性
の
形
式
に
よ
つ
て
統
一
さ
れ
た
と
き
初
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
カ
ン
ト
の
有
名
な
言
葉
が
あ
る
、
内
容
な
き
思
想
は
空
虚
で
あ
り
、
概
念
な
き
直
觀
は
盲
目
で
あ

る
、
と
。
直
觀
の
多
樣
を
綜
合
的
統
一
に
お
い
て
思
惟
す
る
悟
性
の
諸
形
式
を
カ
ン
ト
は
純
粹
悟
性
概
念

（reine V
erstandesbegriffe

）
或
ひ
は
範
疇
（K

ategorien

）
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
も
の
は
先
驗
的
な

も
の
で
あ
る
。
も
し
さ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
の
認
識
の
客
觀
性
即
ち
普
遍
性
と
必
然
性
と
は
保
證
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
に
我
々
は
經
驗
論
に
い
ふ
經
驗
と
は
根
本
的
に
異
る
と
こ
ろ
の
カ
ン
ト
に

お
け
る
經
驗
の
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
中
心
問
題
も
經
驗
で

あ
つ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
い
ふ
、
經
驗
一
般
の
可
能
性
の
諸
條
件
は
同
時
に
經
驗
の
諸
對
象
の
可
能

性
の
諸
條
件
で
あ
る
、
と
。
カ
ン
ト
の
理
論
哲
學
の
核
心
を
な
す
こ
の
命
題
は
、
存
在
の
諸
條
件
と
認
識
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の
諸
條
件
と
が
相
互
に
一
致
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
言
ひ
表
は
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ

ら
う
か
。
カ
ン
ト
は
知
覺
判
斷
（W

ahrnehm
ungsurteile

）
と
經
驗
判
斷
（Erfahrungsurteile

）
と
を
區

別
し
た
こ
と
が
あ
る
。
知
覺
判
斷
と
い
ふ
の
は
た
だ
諸
感
覺
の
空
間
的
時
間
的
關
係
が
個
人
の
意
識
に
と

つ
て
言
ひ
表
は
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
判
斷
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
經
驗
判
斷
は
こ
の
や
う
な
關
係
を
客
觀

的
な
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
す
る
意
識
に
と
つ
て
妥
當
す
る
も
の
と
し
て
、
言
ひ
換
へ
る
と
、
對

象
の
う
ち
に
與
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
判
斷
で
あ
る
。
兩
者
の
認
識
論
的
相
違
は
、

經
驗
判
斷
に
お
い
て
は
諸
感
覺
の
空
間
的
或
ひ
は
時
間
的
關
係
が
範
疇
に
よ
つ
て
、
即
ち
概
念
的
な
聯
關

に
よ
つ
て
規
則
附
け
ら
れ
、
基
礎
附
け
ら
れ
て
を
り
、
し
か
る
に
知
覺
判
斷
に
は
こ
の
こ
と
が
な
い
の
に

よ
る
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
し
て
例
へ
ば
、
二
つ
の
感
覺
の
繼
起
は
、
そ
の
一
が
他
の
原
因
で
あ
る
と
い

ふ
こ
と
に
よ
つ
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
と
き
、
對
象
的
と
な
り
、
客
觀
的
或

ひ
は
普
遍
妥
當
的
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
因
果
の
概
念
は
範
疇
の
一
つ
で
あ
る
。
諸
感
覺
の
あ
ら
ゆ
る
個
々

の
空
間
的
時
間
的
綜
合
態
は
こ
の
や
う
な
悟
性
の
形
式
に
よ
つ
て
規
則
的
に
結
合
さ
れ
る
と
き
初
め
て
對

象
と
な
る
。
經
驗
の
對
象
は
思
惟
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
對
象
の
經
驗
或
ひ

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

自
然
と
し
て
成
立
さ
せ
る
諸
條
件
で
あ
る
故
に
、
自
然
に
つ
い
て
の
我
々
の
普
遍
的
に
し
て
必
然
的
な
認
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識
は
可
能
で
あ
る
。
我
々
の
認
識
が
對
象
に
從
ふ
の
で
な
く
、
對
象
が
我
々
の
認
識
に
從
ふ
の
で
あ
る
、

と
カ
ン
ト
は
い
つ
て
ゐ
る
。
か
や
う
に
し
て
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
經
驗
は
、
諸
感
覺
の
空
間
的
時
間
的
綜

合
が
悟
性
の
形
式
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
體
系
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
や
う
に
經
驗
的
對
象
界
を
構
成
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
意
識
は
個
人
的
な
意
識
で
あ
る
こ

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

な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
や
う
な
意
識
を
意
識
一
般
（
〔B

ew
usstsein u:berhaupt

〕
）
と
稱

し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
自
我
と
も
呼
ば
れ
、
超
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
自
我
の
概
念
は
人
間

の
存
在
に
つ
い
て
の
一
定
の
解
釋
の
仕
方
を
豫
想
し
て
成
立
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
ル
ッ
タ
ー
の
宗
教

改
革
の
精
神
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ッ
タ
ー
は
神
を
人
格
の
最
も
内
面

に
お
い
て
見
出
し
た
。
人
間
が
神
と
自
由
に
、
密
接
に
交
通
し
得
る
の
は
彼
の
人
格
の
核
心
に
お
い
て
で

あ
る
。
ひ
と
は
神
を
外
に
求
む
べ
き
で
は
な
く
、
自
己
の
う
ち
に
求
む
べ
き
で
あ
る
。
自
己
の
精
神
の
う

ち
に
神
は
宿
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
個
人
の
本
質
を
か
く
の
如
く
神
的
な
超
個
人
的
な
も
の
と
し
て
把
握

す
る
と
き
、
自
我
は
初
め
て
對
象
界
の
構
成
者
と
看
做
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
尤
も
カ
ン
ト

の
自
我
は
直
ち
に
神
と
同
一
視
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
人
間
的
認
識
の
唯
一
の
對
象
は
彼
に
と
つ
て
經
驗

で
あ
る
。
經
驗
を
超
越
す
る
と
こ
ろ
の
物
自
體
（D

ing an sich
）
の
認
識
は
我
々
に
と
つ
て
は
不
可
能
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で
あ
る
。
蓋
し
認
識
は
い
つ
で
も
内
容
と
形
式
と
の
綜
合
で
あ
つ
て
、
形
式
は
思
惟
の
自
發
的
な
活
動
に

屬
す
る
け
れ
ど
も
、
内
容
は
思
惟
み
づ
か
ら
の
生
産
す
る
も
の
で
な
く
、
却
つ
て
思
惟
は
こ
れ
を
直
觀
に

仰
が
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
直
觀
は
我
々
に
お
い
て
た
だ
受
容
的
感
性
的
で
あ
る
。
い
ま
も
し
感
性
的

な
ら
ぬ
種
類
の
直
觀
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
も
の
に
と
つ
て
は
範
疇
の
助
け
に
よ
つ
て
ま
た
他
の
種
類

の
諸
對
象
が
存
在
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
人
間
的
な
ら
ぬ
直
觀
の
諸
對
象
は
、
こ
の
直

觀
が
ま
た
與
へ
ら
れ
た
感
覺
諸
内
容
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
秩
序
づ
け
る
に
と
ど
ま
る
如
き
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
物
自
體
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
單
に
現
象
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
も
し
受
容
的
な

ら
ぬ
種
類
の
直
觀
、
そ
れ
故
に
單
に
形
式
ば
か
り
で
な
く
、
内
容
を
も
綜
合
的
に
生
産
す
る
や
う
な
直
觀

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
直
觀
の
諸
對
象
は
も
は
や
現
象
で
は
な
く
、
物
自
體
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ら
う
。
か
く
の
如
き
能
力
は
カ
ン
ト
に
よ
つ
て
知
的
直
觀
（intellektuelle A

nschauung

）
或
ひ
は

直
觀
的
悟
性
（intuitiver V

erstand

）
と
名
附
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
人
間
に
お
い
て
は
分
離
し
て
現
は
れ

る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
認
識
力
、
感
性
と
悟
性
と
の
統
一
で
あ
る
。
知
的
直
觀
は
人
間
の
も
の
で
は
な
く
、

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

さ
れ
た
や
う
に
、
兩
者
は
こ
こ
で
も
互
に
他
を
指
し
示
し
合
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
隱
さ
れ
た
共
通
の

根
源
を
暗
示
し
て
ゐ
る
。
か
や
う
に
し
て
カ
ン
ト
に
と
つ
て
も
、
既
に
プ
ラ
ト
ン
や
デ
カ
ル
ト
な
ど
に
つ
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い
て
述
べ
て
お
い
た
如
く
、
人
間
は
一
個
の
中
間
的
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
叡
智
的
な
も
の
と
感
性
的
な

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

も
の
の
位
置
に
ま
で
進
め
た
の
は
、
或
ひ
は
神
そ
の
も
の
を
自
我
と
し
て
、
絶
對
的
自
我
と
し
て
敢
て
把

握
す
る
に
至
つ
た
の
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
學
で
あ
つ
た
。
か
く
て
彼
等
に
お
い
て
は
、
カ
ン

ト
の
ば
あ
ひ
人
間
的
認
識
の
限
界
の
外
に
お
か
れ
た
物
自
體
は
も
は
や
解
消
さ
れ
て
し
ま
ふ
こ
と
が
で
き

た
。
彼
等
の
哲
學
は
、
一
言
で
い
ふ
と
、
知
的
直
觀
乃
至
直
觀
的
悟
性
の
哲
學
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
哲
學
は
現
代
に
對
し
て
最
も
決
定
的
な
影
響
を
與
へ
た
。
新
カ
ン
ト
學
派
の
有
力
な
諸
傾
向

は
そ
れ
を
主
と
し
て
認
識
論
上
の
論
理
主
義
（Logizism

us

）
の
意
味
に
徹
底
し
て
解
釋
し
て
自
己
の
哲

學
を
立
て
よ
う
と
し
た
。
い
ま
か
か
る
哲
學
の
歸
結
を
ひ
と
つ
の
例
を
も
つ
て
示
し
て
お
か
う
。
前
に
い

つ
た
や
う
に
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
認
識
の
對
象
を
價
値
で
あ
る
と
看
做
し
た
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
認
識
の

對
象
は
ど
こ
ま
で
も
經
驗
で
あ
り
、
從
つ
て
存
在
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
存
在
の
概
念
を

全
く
ぬ
き
に
し
て
認
識
の
對
象
を
規
定
す
る
。
カ
ン
ト
の
い
ふ
認
識
の
對
象
性
は
、
一
方
そ
し
て
根
源
的

に
は
、
認
識
は
存
在
と
し
て
の
對
象
に
關
係
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
そ
し
て
他
方
そ
の
論
理
的
意
味
と
し

て
認
識
の
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
意
味
し
た
。
從
つ
て
そ
れ
は
單
に
論
理
的
な
意
味
の
も
の
で
な
く
、
却

つ
て
存
在
論
的
な
（ontologisch

）
、
む
し
ろ
論
理
的
・
存
在
論
的
な
（logisch-ontologisch

）
意
味
の
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も
の
で
あ
つ
た
。
カ
ン
ト
が
自
己
の
哲
學
的
立
場
を
名
附
け
た
と
こ
ろ
の
先
驗
哲
學
（transzendentale 

Philosophie

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

（
存
在
論
）
の
ラ
テ
ン
語
譯
な
る

 philosophia transcendentalis 

と
關
係
し
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
對
象
性
と
い
ふ
も
の
を
全

く
論
理
的
な
意
味
に
解
す
る
。
そ
し
て
主
觀
の
概
念
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
行
は
れ
る
。
リ
ッ
ケ
ル
ト

は
主
觀
の
概
念
を
三
樣
に
區
別
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
客
觀
の
三
樣
の
概
念
が
相
應
す
る
。
第
一
に
、
我
々

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

空
間
中
に
あ
る
世
界
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
外
界
に
對
立
さ
せ
ら
れ
る
も
の
は
我
々
の
身
體
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
ふ
身
體
は
、
そ
の
中
に
は
た
ら
く
と
考
へ
ら
れ
る
精
神
を
も
含
め
て
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ

か
ら
こ
の
場
合
に
は
我
々
の
精
神
を
も
包
括
す
る
身
體
が
主
觀
で
あ
り
、
こ
の
身
體
を
圍
繞
す
る
空
間
的

世
界
が
客
觀
と
な
る
。
第
二
に
、
更
に
身
體
と
、
こ
れ
を
我
々
に
意
識
さ
せ
る
表
象
と
を
區
別
し
て
み
る

と
、
我
々
の
身
體
も
ま
た
外
界
に
數
へ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
自
己
の
意
識
か
ら
獨
立
に
存
在

す
る
と
考
へ
ら
れ
る
一
切
の
も
の
、
即
ち
全
體
の
物
理
的
世
界
及
び
す
べ
て
他
人
の
精
神
生
活
な
ど
は
外

界
に
含
め
得
る
。
こ
の
場
合
外
界
に
屬
し
な
い
も
の
と
見
ら
れ
る
の
は
自
己
の
精
神
的
自
我
が
あ
る
ば
か

り
で
あ
る
。
こ
の
と
き
自
己
の
意
識
と
そ
の
内
容
と
が
主
觀
と
な
り
、
客
觀
と
は
自
己
の
意
識
内
容
以
外

の
、
或
ひ
は
意
識
そ
の
も
の
以
外
の
す
べ
て
で
あ
る
。
第
三
に
、
更
に
第
二
の
場
合
に
お
い
て
主
觀
そ
の
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も
の
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
主
觀
と
客
觀
と
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
い
ふ
客
觀
と
は

自
己
の
意
識
内
容
、
即
ち
自
己
の
表
象
、
知
覺
、
感
情
或
ひ
は
意
欲
等
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
内
容
を
意

識
す
る
も
の
が
主
觀
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
眞
に
認
識
主
觀
と
考
へ
ら
る
べ
き
は

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

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

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

renzbegriff

）

で
あ
る
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
を
か
く
解
し
た
。
そ
れ
は
純
粹
に
論
理
的
主
觀
で
あ
り
、

リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
つ
て
判
斷
意
識
一
般
（
〔das urteilende B

ew
usstsein u:berhaupt

〕
）
と
し
て
規
定

さ
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
内
面
性
或
ひ
は
精
神
性
が
全
く
失
は
れ
て
し
ま
つ
た

の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
な
が
ら
我
々
は
カ
ン
ト
の
自
我
或
ひ
は
意
識
一
般
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
ふ
純
粹
意
識
の
如
く
解

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

全
く
形
式
的
な
も
の
で
も
な
く
、
内
容
に
充
て
る
個
人
的
主
觀
性
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
る
と
、
世
界

の
客
觀
性
は
か
か
る
純
粹
意
識
の
た
だ
一
個
に
よ
つ
て
還
元
し
盡
す
こ
と
は
で
き
ぬ
も
の
で
あ
つ
て
、
こ

れ
を
殘
り
な
く
還
元
す
る
に
は
多
數
の
主
觀
の
共
同
的
還
元
に
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
多
數
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主
觀
へ
の
還
元
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
間
主
觀
的
還
元
（intersubjektive R

eduktion

）
と
稱
し
て
ゐ
る
。
な

ほ
カ
ン
ト
と
の
差
異
は
次
の
點
に
も
認
め
ら
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
説
は
も
と
知
覺
説
で
あ
る
。
こ
れ
に

反
し
て
カ
ン
ト
は
認
識
は
判
斷
で
あ
る
と
考
へ
る
。
そ
こ
で
前
者
に
お
い
て
は
純
粹
な
受
動
性
が
、
後
者

に
お
い
て
は
む
し
ろ
純
粹
な
能
動
性
が
重
ん
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
と
關
係
し
て
、
前
者
に
お

い
て
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
の
は
主
と
し
て
、
あ
の
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
區
別
に
從
へ
ば
、
永
久
眞
理
の
世
界
で

あ
る
に
反
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
む
し
ろ
事
實
眞
理
の
世
界
が
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン

ト
の
關
心
は
事
實
眞
理
の
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
基
礎
附
け
る
こ
と
に
存
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

で
は
永
遠
な
本
質
存
在
（Sosein
）
が
問
題
で
あ
る
に
對
し
て
、
カ
ン
ト
で
は
經
驗
的
な
現
實
存
在
（D

a

sein

）
が
問
題
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
四
　
認
識
と
生

　
我
々
は
認
識
に
關
す
る
諸
理
論
が
一
定
の
構
造
を
示
し
て
ゐ
る
の
を
見
て
き
た
。
ど
の
や
う
な
存
在
が

問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
、
ど
の
や
う
な
心
的
作
用
が
そ
の
認
識
に
と
つ
て
根
源
的
と
考
へ

ら
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
相
應
し
て
ゐ
る
。
更
に
そ
れ
ら
の
こ
と
に
認
識
そ
の
も
の
の
理
念
が
相
應
し
て

52認識論



ゐ
る
。
例
へ
ば
知
覺
説
に
お
い
て
は
眞
理
の
概
念
に
と
つ
て
明
證
の
概
念
が
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
て
ゐ

る
。
し
か
る
に
ど
の
や
う
な
存
在
が
問
題
に
な
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
人
間
が
ど
の
や
う
な
態
度
に
現
實
的

に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
。
例
へ
ば
實
踐
的
な
態
度
に
と
つ
て
は
主
と

し
て
時
間
的
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
存
在
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
觀
想
的
な
態
度
に
と
つ
て
は

空
間
や
時
間
を
超
越
す
る
本
質
ま
た
は
イ
デ
ア
が
主
と
し
て
關
心
さ
れ
る
。
な
ほ
我
々
は
認
識
の
理
論
で

さ
へ
も
絶
え
ず
そ
の
根
柢
に
人
間
の
存
在
に
つ
い
て
の
一
定
の
解
釋
即
ち
一
定
の
人
間
學
を
も
つ
て
ゐ
る

と
い
ふ
こ
と
を
注
意
し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
先
づ
こ
の
こ
と
に
多
少
立
入
つ
て
み
よ
う
。

　
あ
ら
ゆ
る
理
論
は
、
從
つ
て
最
も
無
前
提
的
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
認
識
理
論
で
さ
へ
も
が
、
つ
ね
に

人
間
の
自
己
解
釋
の
一
定
の
仕
方
を
そ
の
基
礎
に
含
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
も
の
は
い
は
ば
自
明
の
前
提
と
し

て
、
多
く
の
場
合
無
意
志
的
に
、
す
べ
て
の
理
論
の
根
柢
に
横
た
は
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
彼
等

の
歴
史
に
お
い
て
種
々
の
仕
方
で
自
己
の
本
質
を
解
釋
し
て
き
た
。
そ
の
う
ち
二
つ
の
も
の
は
特
に
重
要

で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
一
を
理
性
人
間
（hom

o rationalis

）
の
人
間
學
と
、
他
を
制
作
人
間
（hom

o fa

ber

）
の
人
間
學
と
名
附
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
人
間
學
の
對
立
は
認
識
理
論
に
と
つ

て
も
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

　
理
性
人
間
の
人
間
學
は
も
と
ギ
リ
シ
ア
市
民
の
發
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
本
質
を
ヌ
ー
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ス
或
ひ
は
ロ
ゴ
ス
と
見
る
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な

ど
に
よ
つ
て
概
念
的
に
、
哲
學
的
に
形
作
り
上
げ
ら
れ
た
。
後
に
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
と
同
化
し
、
か
く

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
を
永
い
間
、
強
力
に
支
配
す
る
に
到
つ
た
。
こ
の
人
間
學
は
人
間
と
動
物
一
般
と

を
決
定
的
に
區
別
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
と
動
物
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
形
態
學
的
、
生
物
學
的
乃

至
心
理
學
的
特
徴
を
取
り
出
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
兩
者
を
區
別
す
る
と
い
ふ
如
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
區
別
は
む
し
ろ
先
驗
的
に
行
は
れ
る
。
そ
れ
は
既
に
前
提
さ
れ
た
神
の
思
想
、
及
び
人
間
の
神

へ
の
相
似
（G

ottebenbildlichkeit des M
enschen

）
の
説
の
歸
結
で
あ
る
。
生
物
學
的
に
は
ギ
リ
シ
ア

人
は
種
の
不
變
を
信
じ
た
。
不
變
な
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
て
ゐ
る
も
の
を
彼
等
は
人
間
の
形
相
（eido

s

）
と
考
へ
、
こ
れ
は
永
遠
な
ロ
ゴ
ス
と
解
せ
ら
れ
た
。
人
間
に
お
け
る
ヌ
ー
ス
（
理
性
）
は
、
こ
の
世

界
を
動
か
し
、
そ
の
秩
序
を
作
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
神
的
な
ヌ
ー
ス
の
ひ
と
つ
の
部
分
機
能
で
あ
る
。
い

ま
我
々
は
こ
の
や
う
な
人
間
學
の
主
要
思
想
を
次
の
や
う
に
※
﹇
「
纏
」
の
「
广
」
に
代
え
て
「
厂
」
、

54-14

﹈
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
、
人
間
は
自
然
の
如
何
な
る
も
の
も
有
せ
ぬ
神
的
な
力
を
み
づ
か
ら

の
う
ち
に
具
へ
て
ゐ
る
。
人
間
は
理
性
に
よ
つ
て
他
の
す
べ
て
の
も
の
か
ら
自
己
を
區
別
す
る
。
二
、
人

間
に
お
け
る
こ
の
力
は
、
世
界
を
世
界
に
、
コ
ス
モ
ス
（
秩
序
あ
る
世
界
）
に
永
遠
に
形
作
つ
て
ゐ
る
と

こ
ろ
の
力
と
、
存
在
論
的
に
、
或
ひ
は
そ
の
原
理
に
お
い
て
、
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
故
に
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人
間
に
お
け
る
こ
の
力
こ
そ
ま
た
世
界
の
認
識
の
た
め
に
眞
實
に
適
應
せ
る
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
、
ロ
ゴ
ス
即
ち
人
間
理
性
と
し
て
の
こ
の
力
は
、
人
間
が
動
物
と
共
通
に
具
へ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
衝
動

や
感
性
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
な
し
に
、
自
己
の
イ
デ
ア
的
な
諸
内
容
を
實
現
し
得
る
力
を
有
し
て
ゐ
る
。

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

に
不
變
で
あ
る
。

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

の
差
異
に
も
拘
ら
ず
、
根
本
で
は
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
。
右
の
四
つ
の
點
の
う
ち
た
だ
一
つ
に
つ
い
て
ヘ

ー
ゲ
ル
が
變
革
を
行
つ
た
。
他
の
三
つ
の
點
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
も
同
じ
思
想
で
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
む

し
ろ
彼
は
人
間
的
理
性
と
神
的
理
性
と
の
同
一
を
説
く
こ
と
に
よ
つ
て
そ
れ
ら
の
諸
點
を
極
端
に
ま
で
押

し
進
め
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
性
の
歴
史
を
超
越
す
る
恒
常
性
を
否
定
し
た
。
理
性
そ
の
も
の
が

歴
史
を
有
し
、
歴
史
に
お
い
て
發
展
す
る
。
理
性
は
動
か
ぬ
も
の
で
な
く
、
却
つ
て
運
動
と
變
化
が
そ
の

本
質
に
屬
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
理
性
人
間
の
人
間
學
の
内
部
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
、
決
し
て
見
遁
し

て
は
な
ら
ぬ
變
革
で
あ
る
。
歴
史
の
概
念
が
こ
こ
に
お
い
て
最
も
強
力
な
基
礎
の
上
に
お
か
れ
る
こ
と
と

な
つ
た
。

　
第
二
の
人
間
學
即
ち
制
作
人
間
の
人
間
學
は
、
比
較
的
新
し
い
誕
生
の
も
の
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
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種
の
變
化
の
學
説
が
こ
れ
に
對
し
て
顯
著
な
影
響
を
與
へ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
人
間
學
は
人

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

兩
者
の
間
に
は
單
に
程
度
上
の
差
異
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
の
う
ち
に
は
他
の
一
切
の
生
物
に
お
け

る
と
同
樣
の
諸
要
素
、
諸
力
、
諸
法
則
が
は
た
ら
き
、
た
だ
一
層
複
雜
な
組
織
形
態
を
と
つ
て
ゐ
る
ま
で

で
あ
る
。
理
性
と
い
は
れ
る
も
の
も
な
ん
ら
形
而
上
學
的
根
源
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
な
ん
ら
自
律

的
な
法
則
性
で
は
な
く
、
す
で
に
類
人
猿
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
高
等
な
心
理
作
用
の
一
層
發
達
し
た

も
の
で
あ
つ
て
、
技
術
的
知
性
（technische Intelligenz

）
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
技
術
的
知
性
と

い
ふ
の
は
環
境
的
世
界
の
構
造
の
豫
料
に
よ
つ
て
新
し
い
状
況
に
活
動
的
に
適
應
す
る
能
力
で
あ
る
。
こ

の
技
術
的
知
性
に
は
神
經
系
統
の
諸
機
能
が
一
義
的
に
相
應
し
て
ゐ
る
。
我
々
の
認
識
と
い
ふ
も
の
は
有

機
體
に
お
け
る
刺
戟
と
そ
の
反
應
と
の
間
に
絶
え
ず
一
層
豐
富
に
入
り
込
ん
で
來
る
と
こ
ろ
の
形
象
系
列

に
ほ
か
な
ら
ず
、
從
つ
て
ま
た
我
々
の
認
識
と
い
ふ
も
の
は
活
動
の
た
め
に
我
々
自
身
に
よ
つ
て
作
ら
れ

た
物
の
記
號
で
あ
る
。
認
識
に
よ
る
活
動
は
、
本
能
が
直
接
的
に
し
て
ゐ
た
仕
事
を
間
接
的
に
、
し
か
し

一
層
效
果
的
に
な
し
遂
げ
る
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ら
の
記
號
及
び
そ
の
諸
結
合
は
、
生
活
を
増
進

す
る
や
う
な
反
應
を
惹
き
起
す
こ
と
に
成
功
す
る
と
き
眞
で
あ
つ
て
、
反
對
の
場
合
は
僞
で
あ
る
。
か
く

し
て
人
間
と
は
何
か
と
い
ふ
問
は
、
こ
こ
で
は
次
の
や
う
に
答
へ
ら
れ
る
。
一
、
人
間
と
は
記
號
動
物
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（Zeichentier

）
で
あ
る
。
か
や
う
な
記
號
と
し
て
彼
は
特
に
言
語
を
も
つ
て
ゐ
る
。
二
、
人
間
と
は
道

具
動
物
（W

erkzeugtier

）
で
あ
る
。
彼
は
道
具
を
作
る
動
物
で
あ
つ
て
、
記
號
、
言
語
認
識
も
ま
た
ひ

と
つ
の
、
し
か
も
最
も
精
巧
な
道
具
で
あ
る
。
三
、
人
間
と
は
腦
髓
的
存
在
（G

ehirnw
esen

）
で
あ
る
。

彼
に
お
い
て
は
他
の
動
物
と
は
格
段
の
相
違
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
腦
髓
の
た
め
に
費
さ
れ
る
。
こ
の
や
う
な

人
間
學
は
極
め
て
徐
々
に
理
性
人
間
の
人
間
學
を
破
つ
て
、
哲
學
の
方
面
で
は
と
り
わ
け
近
代
の
自
然
主

義
的
及
び
實
證
主
義
的
傾
向
の
う
ち
に
お
い
て
そ
の
基
礎
と
し
て
承
認
さ
れ
る
に
到
つ
た
。
我
々
は
い
ま

こ
の
や
う
な
人
間
學
を
根
柢
と
し
て
ゐ
る
認
識
理
論
に
注
意
を
向
け
よ
う
。

　
先
づ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（pragm

atism

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

し
て
ア
メ
リ
カ
の
哲
學
で
あ
つ
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
そ
の
代
表
的
理
論
家
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ラ
ー

の
い
は
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
な
ど
も
こ
の
傾
向
に
屬
し
て
ゐ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
い
ふ
言
葉
は
、

ギ
リ
シ
ア
語
の
プ
ラ
グ
マ
即
ち
行
動
を
意
味
す
る
言
葉
か
ら
派
生
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
ひ
と
つ
の
觀

念
或
ひ
は
理
論
の
眞
理
性
を
、
そ
の
論
理
的
歸
結
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
そ
の
實
踐
的
歸
結
（practical 

consequences

）
に
よ
つ
て
判
定
し
よ
う
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
世
界
は
一
で
あ
る
か
多
で
あ
る
か
、
決

定
さ
れ
て
ゐ
る
か
自
由
で
あ
る
か
、
物
質
で
あ
る
か
精
神
で
あ
る
か
。
こ
の
や
う
な
形
而
上
學
的
問
題
に

つ
い
て
の
論
爭
は
終
結
す
る
こ
と
な
く
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
て
ゐ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
か
く
の
如
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き
場
合
そ
の
お
の
お
の
の
觀
念
を
そ
れ
ぞ
れ
の
實
際
上
の
效
果
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
解
釋
し
よ
う

と
試
み
る
。
他
の
觀
念
で
な
く
一
の
觀
念
が
眞
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
に
と
つ
て
實
際
上
ど
の

や
う
な
差
異
を
も
た
ら
す
で
あ
ら
う
か
。
相
容
れ
な
い
二
つ
の
觀
念
が
も
し
實
踐
的
歸
結
に
お
い
て
な
ん

ら
の
差
異
を
も
示
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
兩
者
は
畢
竟
同
一
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
と
き

に
は
一
切
の
論
爭
は
無
駄
で
あ
る
。
も
し
論
爭
が
眞
面
目
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
或
る
實
際
上

の
差
異
が
生
じ
得
る
筈
で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
は
そ
れ
に
よ
つ
て
い
づ
れ
の
觀
念
が
正
し
い
か
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
眞
理
の
標
準
と
な
る
の
は
人
間
の
實
際
的
生
活
に
と
つ
て
の
有
用
性
（utility

）
で
あ

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

す
に
適
し
て
ゐ
る
か
を
決
定
し
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
、
そ
の
行
爲
が
我
々
に
と
つ
て
そ
の
思
想
の
有
す
る
唯

一
の
意
味
で
あ
る
。
物
に
つ
い
て
の
我
々
の
思
想
に
お
い
て
完
全
な
明
瞭
性
に
達
す
る
た
め
に
は
、
我
々

は
た
だ
そ
れ
が
考
へ
得
べ
き
如
何
な
る
實
際
上
の
效
果
を
含
ん
で
ゐ
る
か
を
考
へ
て
み
る
こ
と
を
要
す
る
。

こ
の
や
う
な
效
果
に
つ
い
て
の
我
々
の
觀
念
が
、
苟
も
そ
れ
が
我
々
に
と
つ
て
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
て

ゐ
る
限
り
、
そ
の
物
に
つ
い
て
の
我
々
の
觀
念
の
全
體
で
あ
る
。
か
く
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
あ
の

倫
理
學
上
の
功
利
主
義
（U

tilitarism
us

）
が
效
果
の
倫
理
（Ethik des Erfolgs

）
で
あ
る
の
に
對
し
て
、

效
果
の
論
理
（Logik des Erfolgs

）
で
あ
る
と
い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
と
つ
て
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は
認
識
は
要
す
る
に
我
々
の
行
爲
の
た
め
の
道
具
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
道
具
主
義
（In

strum
entalism

us

）
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
。

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

め
ら
れ
る
。
例
へ
ば
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
學
が
ま
た
こ
の
や
う
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
見
方

を
そ
の
う
ち
に
含
ん
で
ゐ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
お
よ
そ
事
物
を
考
察
す
る
に
二
つ
の
見
方
が
あ
る
と
述
べ

て
ゐ
る
。
第
一
の
方
法
は
物
を
外
か
ら
、
一
定
の
觀
點
を
と
つ
て
見
る
。
こ
の
場
合
觀
點
の
異
る
に
應
じ

て
そ
の
見
解
も
違
つ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
る
に
觀
點
は
無
數
に
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
と
き

ま
た
物
に
つ
い
て
無
數
の
見
解
が
可
能
で
あ
ら
う
。
或
る
觀
點
か
ら
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
物
を
他
と
の

關
係
に
お
い
て
見
る
こ
と
で
あ
り
、
從
つ
て
そ
の
方
法
は
分
析
の
方
法
で
あ
る
。
分
析
と
い
ふ
の
は
ひ
と

つ
の
物
を
他
の
物
に
よ
つ
て
言
ひ
表
は
す
こ
と
で
あ
つ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
比
喩
に
よ
る
と
、
ひ
と
つ
の

飜
譯
で
あ
る
。
そ
れ
は
符
號
を
用
ゐ
て
物
を
言
ひ
表
は
す
の
で
あ
る
。
第
二
の
方
法
は
物
を
内
か
ら
、
直

觀
的
に
見
る
。
こ
の
と
き
外
面
的
な
觀
點
は
悉
く
退
け
ら
れ
て
、
な
ん
ら
の
符
號
も
用
ゐ
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
我
々
は
直
接
に
物
と
合
一
す
る
。
第
一
の
方
法
は
、
ど
の
や
う
に
精
密
に
な
る
に
し
て
も
、
即
ち
、

如
何
に
多
く
の
觀
點
を
次
か
ら
次
へ
と
と
り
、
ま
た
如
何
に
多
く
の
符
號
を
使
ふ
に
し
て
も
、
要
す
る
に

物
そ
の
も
の
の
外
廓
を
廻
つ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
つ
て
、
物
の
絶
對
的
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
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ひ
と
り
第
二
の
、
直
觀
の
方
法
に
よ
つ
て
の
み
我
々
は
物
そ
の
も
の
の
眞
相
に
味
到
し
得
る
。
二
つ
の
方

法
の
相
違
は
ち
や
う
ど
或
る
町
を
種
々
の
方
面
か
ら
寫
し
た
寫
眞
と
そ
の
町
の
實
見
と
の
相
違
で
あ
る
。

寫
眞
を
ど
れ
程
多
く
集
め
て
も
町
そ
の
も
の
の
眞
の
知
識
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
第
一
の
方
法
は
科

學
の
用
ゐ
る
概
念
的
方
法
で
あ
り
、
第
二
の
も
の
は
絶
對
の
學
問
た
る
哲
學
の
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
科
學
的
も
し
く
は
概
念
的
知
識
に
つ
い
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
見
解
を
抱
い
て
ゐ
る
。

我
々
の
知
識
は
主
と
し
て
行
爲
に
と
つ
て
有
用
な
も
の
、
利
用
し
得
べ
き
も
の
の
製
作
を
目
的
と
す
る
と

看
做
さ
れ
て
ゐ
る
。
知
性
は
道
具
、
殊
に
道
具
を
作
る
道
具
を
製
造
す
る
能
力
で
あ
る
。
概
念
的
知
識
は
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
從
へ
ば
、
純
粹
に
知
る
た
め
に
知
る
の
で
は
な
い
。
我
々
の
知
力
は
つ
ね
に
或
る
利
益
の

た
め
に
、
或
る
實
際
上
の
要
求
を
滿
足
さ
せ
る
た
め
に
知
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
い
つ
で
も
行
爲
と

の
關
係
に
お
い
て
物
を
見
て
ゐ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
概
念
と
い
ふ
も
の
は
我
々
が
物
に
對
し
て
行
爲
す
る
た

め
の
一
定
の
型
で
あ
つ
て
、
我
々
の
行
爲
及
び
態
度
の
種
々
の
種
類
が
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
の
種
類
の

概
念
的
方
向
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
概
念
は
行
爲
に
と
つ
て
そ
の
物
が
如
何
な
る
意
味
を
有
す

る
か
を
表
は
す
た
め
に
そ
の
物
に
貼
り
つ
け
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

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

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
認
識
の
問
題
を
た
だ
そ
れ
だ
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け
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
具
體
的
な
存
在
の
問
題
の
中
に
排
列
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
ジ
ェ

ー
ム
ズ
は
こ
の
こ
と
を
彼
の
根
本
的
經
驗
論
（radical em

piricism

）
と
稱
す
る
立
場
に
よ
つ
て
意
圖
し

て
ゐ
る
。
こ
こ
に
い
ふ
經
驗
は
自
己
包
括
的
な
一
の
全
體
で
あ
る
。
知
る
と
い
ふ
こ
と
に
お
い
て
、
知
る

も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
は
共
に
經
驗
の
部
分
で
あ
る
。
從
來
の
認
識
論
の
根
本
概
念
で
あ
る
主
觀
客
觀

は
こ
の
や
う
に
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
み
づ
か
ら
經
驗
の
部
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
觀
念
は
、
我
々
を

助
け
て
經
驗
の
他
の
部
分
と
滿
足
な
關
係
に
入
ら
せ
る
限
り
に
お
い
て
眞
と
な
る
。
い
な
、
我
々
が
眞
と

す
る
思
想
は
、
ま
さ
に
我
々
の
經
驗
の
ひ
と
つ
の
契
機
で
あ
る
故
に
、
我
々
は
そ
の
指
導
に
よ
つ
て
我
々

の
經
驗
の
他
の
契
機
と
有
效
な
結
合
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
ま
た
知
識
の
理
論
は
生
の

理
論
と
分
離
さ
る
べ
き
で
な
い
と
考
へ
る
。
彼
は
い
ふ
、
知
性
を
生
の
一
般
的
進
化
の
う
ち
に
置
か
ぬ
知

識
の
理
論
は
、
如
何
に
知
識
の
框
が
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
か
、
如
何
に
し
て
我
々
が
そ
れ
を
擴
げ
或
ひ
は
そ

れ
を
越
え
得
る
か
を
我
々
に
教
へ
ぬ
で
あ
ら
う
、
と
。
知
識
は
生
の
ひ
と
つ
の
現
は
れ
方
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
生
を
純
粹
持
續
に
象
ど
る
。
純
粹
持
續
と
い
ふ
の
は
連
續
的
な
創
造
的
な
發
展
で
あ

つ
て
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
緊
張
で
あ
る
。
緊
張
が
あ
れ
ば
、
そ
の
反
面
に
弛
緩
が
あ
ら
う
。
弛
緩
が
あ

る
と
き
、
生
は
自
己
を
擴
散
し
て
、
横
斷
的
な
空
間
的
な
關
係
に
竝
置
せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
の
や
う
に
し

て
成
立
す
る
も
の
が
物
質
の
世
界
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
概
念
的
知
識
は
物
を
竝
置
的
な
、
空
間
的
な
關
係
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に
お
い
て
見
る
こ
と
を
本
性
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
概
念
的
知
識
と
物
質
的
世
界
と
は
同
じ
根
源
の
も

の
で
あ
つ
て
、
共
に
純
粹
持
續
の
弛
緩
に
も
と
づ
く
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
考
へ
る
。
第
二
に
、
ベ
ル
グ
ソ

ン
の
生
及
び
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
經
驗
は
い
づ
れ
も
原
子
論
的
（atom

istisch

）
に
把
握
さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と

を
特
色
と
し
て
ゐ
る
。
從
來
の
イ
ギ
リ
ス
の
經
驗
論
哲
學
の
基
礎
に
は
い
つ
で
も
ヒ
ュ
ー
ム
流
の
心
理
學

が
横
た
は
つ
て
ゐ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
經
驗
は
ば
ら
ば
ら
の
感
覺
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
た
寄
木
細

工
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
經
驗
要
素
た
る
印
象
は
物
理
的
な
原
子
の
や
う
に
各
自
獨
立
の
存
在
と
明
確
な
輪

郭
と
を
も
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
印
象
の
色
褪
せ
た
模
寫
で
あ
る
と
こ
ろ
の
觀
念
も
同
じ
や
う
に

相
互
に
分
立
的
で
あ
る
。
諸
印
象
竝
び
に
諸
觀
念
の
間
に
な
ん
ら
か
の
關
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

單
に
考
へ
ら
れ
た
關
係
で
あ
つ
て
、
實
在
す
る
と
こ
ろ
の
關
係
で
は
な
い
。
因
果
關
係
の
如
き
も
屡
々
反

覆
し
て
繼
起
す
る
と
こ
ろ
の
現
象
を
期
待
す
る
精
神
の
後
天
的
な
習
慣
の
結
果
で
あ
る
。
等
し
く
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
見
方
を
含
む
思
惟
經
濟
（
〔D

enko:konom
ie

〕
）
の
學
説
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
類
す

る
考
へ
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
。
思
惟
經
濟
説
は
マ
ッ
ハ
や
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
な
ど
に
よ
つ
て
唱
へ
ら
れ
、

主
と
し
て
自
然
科
學
者
の
間
に
追
從
者
を
も
つ
て
ゐ
る
。
認
識
の
目
的
は
最
も
經
濟
的
に
思
惟
す
る
に
あ

る
。
マ
ッ
ハ
は
い
ふ
、
學
問
は
最
小
限
の
思
惟
消
費
を
も
つ
て
能
ふ
限
り
完
全
に
事
實
を
記
述
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
キ
ル
ヒ
ホ
フ
の
有
名
な
言
葉
に
よ
る
と
、
自
然
科
學
の
任
務
は
、
自
然
に
お
い
て
行
は

62認識論



れ
る
現
象
を
で
き
る
だ
け
完
全
に
、
で
き
る
だ
け
簡
單
に
、
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ビ
ヒ
も
、

思
惟
作
用
は
、
思
惟
對
象
の
最
大
量
が
思
惟
内
容
の
最
小
量
を
も
つ
て
表
象
さ
れ
、
評
價
さ
れ
、
推
論
式

で
組
み
立
て
ら
れ
る
や
う
に
、
計
畫
的
に
行
は
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
つ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
直
觀
は
單

に
一
々
の
個
物
を
捉
へ
得
る
に
と
ど
ま
る
。
概
念
に
よ
つ
て
一
擧
に
し
て
多
く
の
事
物
の
考
察
に
達
す
る

と
い
ふ
こ
と
は
思
惟
の
仕
事
で
あ
る
。
個
物
の
直
觀
に
代
へ
る
に
概
念
の
思
惟
を
も
つ
て
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
我
々
は
一
々
の
個
物
を
相
手
に
す
る
と
い
ふ
不
經
濟
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
と

同
時
に
概
念
を
思
惟
す
る
こ
と
に
お
い
て
我
々
の
も
つ
も
の
は
つ
ね
に
個
物
の
直
觀
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
も
し
さ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
の
認
識
は
事
實
を
離
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
し

か
ら
ば
直
觀
的
個
物
か
ら
如
何
に
し
て
概
念
的
な
思
惟
に
到
達
し
得
る
の
で
あ
る
か
。
思
惟
經
濟
説
の
見

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

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

ひ
は
そ
れ
を
通
し
て
行
は
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
個
々
の
表
象
を
す
べ
て
に
亙
つ
て
考
へ
る
と
い
ふ
こ

と
は
實
際
に
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
よ
し
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
こ
れ
を
行
ふ
と
い
ふ
こ
と
は

極
め
て
不
經
濟
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
ひ
と
つ
の
表
象
を
特
に
選
ん
で
他
の
多
く
の
表
象
の
代
表
者
に
す

る
。
か
く
し
て
選
ば
れ
た
個
物
は
他
の
表
象
を
代
表
す
る
限
り
同
時
に
一
般
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
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般
的
な
も
の
は
こ
の
や
う
に
し
て
思
惟
經
濟
の
必
要
か
ら
生
じ
た
人
工
概
念
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
種
の
考

へ
方
と
は
違
つ
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
い
ふ
經
驗
は
相
互
に
獨
立
な
感
覺
要
素
の
寄
り
集
つ
た
も
の
で
は
な

く
、
そ
れ
み
づ
か
ら
に
お
い
て
根
源
的
な
關
係
を
含
む
諸
感
覺
の
結
合
で
あ
る
。
關
係
も
感
覺
と
同
じ
く

根
源
的
に
與
へ
ら
れ
る
直
接
の
經
驗
に
屬
し
て
ゐ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
も
純
粹
持
續
の
各
々
の
瞬

間
は
過
去
を
含
み
未
來
を
孕
む
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
思
想
は
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
に
共
通
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
と
、
感

覺
の
多
樣
は
結
合
の
意
識
か
ら
離
れ
て
は
單
に
表
象
さ
れ
得
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
存
在
し
得
な

い
。
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
も
い
ふ
如
く
、
諸
感
覺
の
う
ち
に
は
直
接
に
ま
た
そ
の
秩
序
が
内
在
的
な
特
性
と
し

て
共
に
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
經
驗
の
内
容
の
内
に
お
け
る
秩
序
或
ひ
は
形

式
の
内
在
と
い
ふ
こ
と
は
經
驗
の
事
實
そ
の
も
の
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
比
量
的
な
思
惟
作
用
の
第
一

次
的
な
形
式
の
根
源
を
尋
ね
て
、
我
々
は
知
覺
の
う
ち
に
含
ま
れ
、
こ
の
も
の
の
知
的
性
質
を
形
作
つ
て

ゐ
る
と
こ
ろ
の
諸
過
程
に
ま
で
溯
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
や
う
な
諸
過
程
は
比
較
、
區
別
、
結
合
、
分

離
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
基
本
的
な
論
理
的
諸
作
用
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
つ
て
、
私

が
そ
の
背
後
に
溯
り
得
ぬ
生
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
に
お
い
て
や
が
て
一
切
の
經
驗
及
び
思
惟
が
顯
は
に
な

る
と
こ
ろ
の
諸
聯
關
を
含
ん
で
ゐ
る
。
そ
し
て
實
に
そ
こ
に
認
識
の
全
體
の
可
能
性
に
と
つ
て
決
定
的
な
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點
が
横
た
は
る
の
で
あ
る
。
生
と
經
驗
の
う
ち
に
、
思
惟
の
諸
形
式
、
諸
原
理
及
び
諸
範
疇
に
お
い
て
現

は
れ
る
全
聯
關
が
含
ま
れ
る
故
に
の
み
、
こ
の
全
聯
關
が
生
と
經
驗
に
お
い
て
分
析
的
に
示
さ
れ
得
る
故

に
の
み
、
現
實
の
認
識
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
現
實
的
に
表
象
過
程
が
思
惟
過
程
か
ら
全
く
區
別

さ
れ
て
ゐ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
論
理
的
諸
形
式
及
び
諸
原
理
の
單
な
る
分
析
で
さ
へ
も
が
す
で
に
不
可
能

で
あ
ら
う
。
表
象
と
思
惟
と
は
二
元
的
に
對
立
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
發
生
的
な
過
程
が

あ
る
。
形
式
論
理
學
は
表
象
と
思
惟
と
い
ふ
我
々
の
認
識
根
源
の
二
元
性
を
前
提
し
て
ゐ
る
。
デ
ィ
ル
タ

イ
が
分
析
的
論
理
學
（analytische Logik

）
と
稱
す
る
と
こ
ろ
の
論
理
學
の
目
的
は
、
現
實
の
經
驗
の

構
造
聯
關
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
か
か
る
二
元
的
な
見
方
を
越
え
る
に
あ
る
。

　
デ
ィ
ル
タ
イ
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
我
々
の
體
驗
の
事
實
と
し
て
與
へ
ら
れ
る
と
考
へ
る
。
お
よ
そ
私
に

と
つ
て
そ
こ
に
在
る
も
の
は
私
の
意
識
の
事
實
で
あ
る
と
い
ふ
最
も
一
般
的
な
條
件
の
も
と
に
立
つ
て
ゐ

る
。
如
何
な
る
外
的
な
物
も
私
に
と
つ
て
は
た
だ
意
識
の
事
實
或
ひ
は
過
程
の
結
合
と
し
て
與
へ
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
こ
と
を
現
象
性
の
原
理
（
〔Satz der Pha:nom

enalita:t

〕
）
と

い
ふ
言
葉
で
表
は
し
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
原
理
は
、
從
來
の
經
驗
論
的
ま
た
一
部
分
は
先
驗
論
的
認

識
論
が
し
た
や
う
に
、
主
知
主
義
的
に
解
釋
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
單
な
る
表
象
的
思
惟
的
活
動
の
う
ち

に
、
存
在
の
最
高
の
制
約
が
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
衝
動
、
意
志
及
び
感
情
の
中
に
含
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ま
れ
る
聯
關
の
う
ち
に
横
た
は
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
外
界
の
實
在
性
と
い
ふ
如
き
問
題
も
こ
こ
か
ら
解

か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
我
々
に
し
て
單
に
表
象
的
な
主
體
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
に
と
つ
て
外
界

は
ど
こ
ま
で
も
た
だ
現
象
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
我
々
の
意
慾
、
情
感
、
表
象
の
全
體
的
な
聯

關
に
お
い
て
外
界
の
實
在
性
は
基
礎
附
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
の
概

念
を
抽
象
的
、
構
成
的
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
斥
け
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
主
觀
の
血
管
の
中
に
は
現
實

の
血
が
流
れ
て
ゐ
な
い
。
單
な
る
思
惟
活
動
と
し
て
の
主
觀
は
、
表
象
感
情
意
志
の
作
用
の
悉
く
を
自
己

の
契
機
と
し
て
含
む
現
實
的
な
、
全
體
的
な
生
に
よ
つ
て
置
き
換
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
學
問
の
原

理
は
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
横
た
は
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
意
味
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
彼
の
認
識
論
は
自
省
（Se

lbstbesinnung

）
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
ゐ
る
。
彼
は
こ
の
や
う
な
思
想
に
も
と
づ
い
て

特
に
歴
史
の
問
題
を
解
か
う
と
し
た
。
歴
史
は
彼
に
よ
る
と
生
ま
た
は
精
神
生
活
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

從
つ
て
フ
ン
ボ
ル
ト
の
い
つ
た
や
う
に
、
人
間
歴
史
に
お
い
て
は
た
ら
い
て
ゐ
る
一
切
の
も
の
は
人
間
の

内
面
に
お
い
て
も
は
た
ら
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
精
神
生
活
に
關
す
る
研
究
即
ち
心
理
學
は
、
あ
ら

ゆ
る
歴
史
科
學
に
と
つ
て
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
き
心
理
學
は
も
と
よ
り
自
然
科
學
的

な
心
理
學
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
自
然
科
學
的
心
理
學
は
説
明
的
或
ひ
は
構
成
的
心
理
學
（
〔erkla:r

ende oder konstruktive Psychologie

〕
）
と
し
て
特
性
附
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
精
神
現
象
を
一
義
的
に
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規
定
さ
れ
た
要
素
の
一
定
數
に
よ
つ
て
因
果
關
係
に
從
屬
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
例
へ
ば
、
一
切
の
精
神
現

象
を
感
覺
及
び
感
情
と
い
ふ
二
つ
の
級
の
要
素
を
も
つ
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
因
果
的
に
説
明
し
よ

う
と
す
る
が
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。
か
や
う
な
心
理
學
に
對
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
記
述
的
竝
び
に
分
析
的

心
理
學
（beschreibende und zergliedernde Psychologie

）
を
打
ち
樹
て
よ
う
と
し
た
。
こ
の
も
の
の

目
標
は
精
神
生
活
の
構
造
聯
關
で
あ
る
。
こ
の
學
問
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
基
礎
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
自

然
現
象
に
お
い
て
は
聯
關
は
後
か
ら
與
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
精
神
生
活
に
お
い
て
は
聯
關

そ
の
も
の
が
根
源
的
に
、
第
一
次
的
に
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
こ
で
は
構
造
が
直
接
に
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
領
域
の
分
析
と
記
述
を
仕
事
と
す
る
心
理
學
は
動
か
し
難
い
、
疑
ふ
こ
と
の
で
き

ぬ
基
礎
を
も
つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
自
然
認
識
と
心
理
學
的
認
識
と
に
お
け
る
方
法
上
の
根
本
的
な
差
異
の

根
柢
が
存
す
る
で
あ
ら
う
。
前
者
の
方
法
が
説
明
（
〔Erkla:ren

〕
）
と
い
ふ
構
成
的
な
も
の
で
あ
る
に

反
し
て
、
後
者
の
方
法
は
む
し
ろ
分
析
的
な
理
解
（V

erstehen

）
の
方
法
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
の
認
識
論
も
ま
た
一
見
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
か
の
や
う
で
あ
る
。
哲
學
者
は
世

界
を
種
々
に
解
釋
し
た
だ
け
だ
、
世
界
を
變
革
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
ら
う
に
、
と
い
つ
た
マ
ル
ク
ス
は
、

そ
の
認
識
理
論
に
お
い
て
實
踐
の
要
素
を
甚
だ
重
要
視
し
た
。
彼
は
い
ふ
、
人
間
的
思
惟
に
對
象
的
眞
理

が
適
合
す
る
か
否
か
の
問
題
は
、
な
ん
ら
理
論
の
問
題
で
な
く
、
實
踐
的
な
問
題
で
あ
る
、
と
。
實
踐
に

67



お
い
て
人
間
は
眞
理
を
、
即
ち
彼
の
思
惟
の
現
實
性
と
力
、
此
岸
性
を
證
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
惟
、
實

踐
か
ら
游
離
さ
れ
た
思
惟
の
現
實
性
或
ひ
は
非
現
實
性
に
關
す
る
爭
は
、
全
く
の
ス
コ
ラ
的
問
題
で
あ
る
。

一
個
の
プ
デ
ィ
ン
グ
の
存
在
は
、
こ
れ
を
食
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
確
證
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
や
う
に

眞
理
の
基
準
を
實
踐
に
求
め
る
點
で
マ
ル
ク
ス
主
義
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
類
似
し
て
ゐ
る
や
う
に
見

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
次
の
點
に
注
意
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
存
在
の
概
念
に
お

け
る
本
質
的
な
差
異
が
そ
こ
に
横
た
は
つ
て
ゐ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
い
ふ
經
驗
は
心
理
學
的
な
も
の
で
あ

り
、
意
識
の
流
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
も
純
粹
持
續
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
意
識
的

な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
人
の
思
想
家
に
お
い
て
は
存
在
の
歴
史
性
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
の

理
解
が
缺
け
て
ゐ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
の
歴
史
性
に
つ
い
て
誰
よ
り
も
明
瞭
に
認
識
し
た
。
人
間
の
歴

史
的
性
質
は
彼
の
よ
り
高
い
性
質
一
般
で
あ
る
、
と
彼
は
語
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
彼
に
と
つ
て
も
生
は
本

質
的
に
意
識
的
な
も
の
、
精
神
生
活
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
經
驗
を
重
ん
ず
る
。
け
れ
ど
も
、

經
驗
は
彼
に
お
い
て
心
理
的
主
觀
的
な
も
の
で
は
な
く
、
客
觀
的
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。

從
つ
て
、
意
識
は
彼
に
と
つ
て
經
驗
と
等
し
く
な
い
。
彼
は
意
識
を
單
に
現
實
的
な
生
け
る
諸
個
人
の
意

識
と
し
て
考
察
す
る
。
即
ち
意
識
は
歴
史
に
お
い
て
活
動
す
る
人
間
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
契
機
に
過
ぎ
ず
、

そ
れ
自
身
社
會
的
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
實
踐
を
強
調
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
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彼
の
い
ふ
實
踐
は
主
觀
的
な
心
理
的
な
活
動
で
は
な
く
、
却
つ
て
そ
れ
は
勞
働
と
し
て
、
現
實
的
な
人
間

の
歴
史
的
社
會
的
に
規
定
さ
れ
た
活
動
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
意
識
が
存
在
を
規
定
す
る
の
で

な
く
、
存
在
が
意
識
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
即
ち
他
の
も
の
が
觀
念
論
の
立
場
に
あ
る

に
對
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
唯
物
論
の
立
場
に
立
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
最
も
決
定
的
な
相
違
で
あ
る
。

第
二
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
の
唯
物
論
的
基
礎
の
た
め
に
、
必
然
的
に
感
覺
乃
至
感
性
を
そ
の
認
識
理

論
に
お
い
て
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
こ
れ
ま
で
の
唯
物
論
は
、
經
驗
論
も
ま
た
、
感
性

を
單
に
受
動
的
な
、
受
容
的
な
も
の
と
の
み
解
し
て
き
た
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
記
し
て
ゐ
る
、
あ
ら
ゆ

る
從
來
の
唯
物
論
の
主
缺
陷
は
、
對
象
、
現
實
、
感
性
が
た
だ
客
觀
の
或
ひ
は
直
觀
の
形
式
に
お
い
て
の

み
把
握
さ
れ
て
、
感
性
的
・
人
間
的
な
活
動
、
實
踐
と
し
て
把
握
さ
れ
ず
、
主
觀
的
に
把
握
さ
れ
て
ゐ
な

い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
活
動
的
な
方
面
は
抽
象
的
に
唯
物
論
と
の
對
立
に
お
い
て
む
し
ろ
觀
念
論
（
こ
の
も

の
は
も
ち
ろ
ん
現
實
的
な
感
性
的
な
活
動
そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
が
）
に
よ
つ
て
展
開
さ
れ
た
。

し
か
る
に
マ
ル
ク
ス
は
感
性
を
能
動
的
な
、
實
踐
的
な
性
質
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は

感
性
が
彼
に
お
い
て
單
に
心
理
的
な
作
用
と
考
へ
ら
れ
ず
、
人
間
の
存
在
の
ひ
と
つ
の
現
實
的
な
、
具
體

的
な
存
在
の
仕
方
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
可
能
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
意
識
を
歴
史
的
社

會
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
解
し
、
且
つ
存
在
が
意
識
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
と
説
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
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マ
ル
ク
ス
主
義
は
認
識
の
社
會
的
規
定
性
、
進
ん
で
そ
の
階
級
性
を
主
張
す
る
。
認
識
は
社
會
的
意
識
と

し
て
必
然
的
に
社
會
的
存
在
を
反
映
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
人
間
の
社
會
的
存
在
を
最
も
包
括
的
に
表
現
す

る
と
こ
ろ
の
名
は
階
級
で
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
五
　
認
識
論

　
認
識
論
と
い
ふ
言
葉
は
今
日
多
く
の
人
々
に
と
つ
て
不
思
議
な
響
を
も
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
何
か
極
め

て
特
別
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
は
何
か
非
常
に
難
し
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
何
か
恐
し

い
力
を
も
つ
た
も
の
で
あ
る
か
の
や
う
に
思
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
誰
も
そ
れ
に
近
づ
か
う
と
願
ふ
、

し
か
し
同
時
に
誰
も
そ
れ
か
ら
遠
ざ
か
つ
て
ゐ
た
い
と
思
ふ
。
言
葉
の
魔
術
か
ら
自
由
に
な
る
と
い
ふ
こ

と
は
あ
ら
ゆ
る
科
學
的
研
究
の
出
發
點
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
先
づ
認
識
論
と
い
ふ
言
葉
の
も
つ
て
ゐ

る
魔
術
性
を
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
認
識
論
と
譯
さ
れ
て
ゐ
る
言
葉
の
原
語
を
見
る
と
、
ド
イ
ツ
語
で
は
普
通 Erkenntnistheorie 

で
あ
り
、

英
語
で
は theory of know

ledge 

と
い
ふ
。
こ
れ
を
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
構
成
し
て
、
ド
イ
ツ
語
の Episte

m
ologie 

ま
た
英
語
の epistem

ology 

と
い
ふ
や
う
な
言
葉
も
出
來
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
言
葉
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は
古
い
も
の
で
は
な
い
。Erkenntnistheorie 

と
い
ふ
語
は
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ト
が
そ
の

『
人
間
の
認
識
能
力
の
理
論
及
び
形
而
上
學
』
（
一
八
三
二
年
）
に
お
い
て
初
め
て
用
ゐ
た
と
い
は
れ
て

ゐ
る
。
當
時
普
通
に
「
認
識
能
力
の
理
論
」
（
〔Theorie des Erkenntnisverm

o:gens

〕
）
も
し
く
は

「
認
識
能
力
の
批
判
」
（
〔K

ritik des Erkenntnisverm
o:gens

〕
）
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
が
使
は
れ
て

ゐ
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
や
う
に
、
認
識
の
理
論
は
一
般
に
認
識
に
つ
い
て
の
批
判
的
研
究
を
意
味
し
た

の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
批
判
的
と
い
ふ
こ
と
は
認
識
論
の
最
も
一
般
的
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で Erken

ntnistheorie 

と
い
ふ
語
の
ほ
か
に Erkenntniskritik

（
認
識
批
判
）
と
い
ふ
語
も
あ
り
、
或
る
人
は
後
者

を
も
つ
て
前
者
に
置
き
換
へ
て
ゐ
る
。
そ
の
他
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
な
ど
は
知
識
學
（W

issenschaftslehre

）

と
い
ふ
語
を
用
ゐ
、
そ
れ
に
從
つ
て
ゐ
る
者
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
認
識
論
と
い
ふ
言
葉
が
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
や
う
に
、
そ
の
表
は
す
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
學

問
も
ま
た
近
代
の
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
普
通
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー

ム
に
始
ま
り
、
ド
イ
ツ
の
カ
ン
ト
に
よ
つ
て
根
柢
を
お
か
れ
た
、
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
方
面
の
ロ
ッ
ク

の
書
物
は
『
人
間
悟
性
論
』
（A

n essay concerning hum
an understanding, 1690.

）
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
主

著
は
『
人
性
論
』
（A

 treatise of hum
an nature, 1739

　1740.
）
、
カ
ン
ト
の
そ
れ
は
『
純
粹
理
性
批

判
』
（K

ritik der reinen V
ernunft, Erste A

uflage 1781, Zw
eite A

uflage 1787.

）
と
呼
ば
れ
た
。
何
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故
に
彼
等
に
よ
つ
て
認
識
論
と
い
ふ
特
殊
な
學
問
が
初
め
て
建
設
さ
れ
た
も
の
の
如
く
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
か
。
一
般
的
に
い
ふ
と
、
そ
れ
は
彼
等
が
認
識
の
批
判
的
研
究
を
開
始
し
た
人
々
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
單
に
認
識
に
關
す
る
理
論
な
ら
ば
そ
れ
以
前
に
も
な
い
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
實
に
ギ
リ
シ
ア
哲

學
以
來
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
以
前
の
哲
學
に
お
け
る
認
識
の
理
論
は
す
べ
て
十
分
に
批
判
的
で

な
か
つ
た
。
そ
れ
は
獨
斷
論
（D

ogm
atism

us

）
で
あ
つ
た
と
い
は
れ
る
。
獨
斷
論
と
批
判
的
研
究
と
の

相
違
は
、
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー
ム
及
び
カ
ン
ト
が
認
識
の
限
界
の
問
題
を
意
識
的
に
提
出
し
た
と
い
ふ
と
こ

ろ
に
、
最
も
簡
單
に
、
最
も
明
瞭
に
、
現
は
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
獨
斷
論
は
人
間
の
認
識
は
無
限
に
可

能
で
あ
り
、
從
つ
て
實
在
そ
の
も
の
を
認
識
し
得
る
と
い
ふ
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
や
う
な
立
場

で
は
、
認
識
の
理
論
が
説
か
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
實
在
に
關
す
る
理
論
即
ち
形
而
上
學
（M

etaphys

ik

）
と
結
び
つ
い
て
説
か
れ
て
ゐ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
古
代
の
プ
ラ
ト
ン
の
哲
學
、
近
世
の
ラ
イ
プ
ニ

ツ
の
哲
學
な
ど
は
そ
の
よ
い
例
で
あ
ら
う
。
認
識
の
理
論
が
特
に
認
識
論
と
い
ふ
含
蓄
あ
る
意
味
に
お
い

て
成
立
す
る
に
到
つ
た
の
は
、
形
而
上
學
に
對
す
る
不
信
が
一
般
的
に
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

近
代
の
自
然
科
學
が
か
か
る
不
信
の
た
め
に
次
第
に
道
を
開
い
た
。
經
驗
的
科
學
と
し
て
自
然
科
學
は
次

第
に
形
而
上
學
に
反
抗
し
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
や
う
な
自
然
科
學
の
刺
戟
な

く
し
て
は
、
認
識
の
理
論
は
特
に
認
識
論
と
し
て
現
は
れ
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
認
識
論
は
近
代
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の
經
驗
的
自
然
科
學
の
影
響
の
も
と
に
生
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
經
驗
論
（Em

pirism
us

）
の
哲
學
の
内
部
に

お
い
て
先
づ
成
立
し
た
。
そ
れ
は
非
形
而
上
學
的
な
も
し
く
は
反
形
而
上
學
的
な
啓
蒙
思
想
の
産
物
と
見

ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
認
識
の
理
論
は
實
在
に
つ
い
て
の
理
論
か
ら
分
れ
て
、
認
識
論
と
い
ふ

特
殊
な
學
問
と
し
て
獨
立
す
る
や
う
に
な
つ
た
。
ロ
ッ
ク
は
い
つ
て
ゐ
る
、
「
我
々
の
研
究
は
そ
れ
故
に
、

我
々
の
知
識
の
起
原
、
確
實
性
及
び
範
圍
を
研
究
し
、
そ
れ
と
共
に
信
仰
、
意
見
及
び
承
認
な
ど
の
根
據

竝
び
に
程
度
等
を
研
究
す
る
。
こ
の
研
究
の
た
め
に
、
心
の
物
的
條
件
は
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
は

今
は
關
與
し
な
い
。
ま
た
心
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
も
立
ち
入
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
心
の

如
何
な
る
運
動
、
或
ひ
は
肉
體
の
如
何
な
る
變
化
が
感
官
に
如
何
な
る
感
覺
を
生
ぜ
し
め
る
か
、
ま
た
そ

れ
が
悟
性
に
如
何
な
る
觀
念
を
生
ぜ
し
め
る
か
。
さ
て
は
觀
念
は
全
部
物
質
な
る
も
の
に
依
存
し
て
ゐ
る

か
、
そ
れ
と
も
た
だ
一
部
分
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
關
す
る
議
論
は
、
と
も
か
く
面
白
い
こ
と
で

は
あ
る
が
、
事
は
思
辨
に
屬
す
る
か
ら
、
我
々
の
な
す
べ
き
こ
と
で
な
い
。
」
認
識
論
が
認
識
の
問
題
を

從
來
の
形
而
上
學
の
問
題
か
ら
離
れ
て
研
究
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
つ
て
明
瞭

で
あ
ら
う
。
そ
し
て
ま
た
そ
こ
に
認
識
論
そ
の
も
の
の
問
題
が
ロ
ッ
ク
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ

れ
は
就
中
、
一
、
認
識
の
起
原
の
問
題
、
二
、
認
識
の
確
實
性
、
從
つ
て
妥
當
性
の
問
題
、
三
、
認
識
の

範
圍
、
從
つ
て
限
界
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
そ
れ
以
來
つ
ね
に
認
識
論
の
固
有
な
問
題
と
し
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て
と
ど
ま
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の
研
究
の
結
果
に
お
い
て
一
つ
の
こ
と
は
い
は
ば
既
に
豫
め
定
め
ら
れ

て
ゐ
た
。
我
々
は
そ
れ
を
認
識
論
の
先
取
的
結
論
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
か
る
結
論
と
い
ふ
の

は
形
而
上
學
の
不
可
能
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
認
識
論
は
こ
の
結
論
を
先
取
す
る
。
即
ち
逆
説
的
に
い
へ

ば
、
認
識
論
に
お
け
る
認
識
の
批
判
的
研
究
に
よ
つ
て
初
め
て
形
而
上
學
の
不
可
能
が
證
明
さ
れ
る
や
う

に
な
つ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
而
上
學
の
不
可
能
が
他
の
と
こ
ろ
で
、
特
に
自
然
科
學
に
お
い
て
、

明
か
に
な
つ
た
た
め
に
、
認
識
の
批
判
的
研
究
と
し
て
の
認
識
論
、
單
に
認
識
の
理
論
で
な
く
含
蓄
あ
る

意
味
に
お
け
る
認
識
論
、
は
初
め
て
可
能
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
認
識
の
限
界
の
問
題

は
認
識
論
の
成
立
に
あ
た
つ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
認
識
論
に
と
つ
て
非
形
而
上
學
的
或
ひ
は
反
形
而
上
學
的
結
論
は
先
取
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
以

後
の
哲
學
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
い
は
ゆ
る
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
の
哲
學
に
お
い

て
再
び
形
而
上
學
的
傾
向
が
勃
興
し
て
來
た
と
き
、
固
有
な
意
味
で
認
識
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
姿
を
消

し
て
し
ま
つ
た
。
こ
れ
ら
の
哲
學
に
お
い
て
認
識
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
な
か
つ
た
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、

い
な
、
そ
こ
に
は
極
め
て
す
ぐ
れ
た
認
識
の
理
論
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
認
識
論
と
い

ふ
も
の
は
存
在
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
認
識
の
理
論
は
實
在
の
理
論
と
再
び
密
接

な
聯
關
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
最
も
雄
大
な
體
系
に
組
織
さ
れ
た
形
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而
上
學
は
、
彼
の
死
と
共
に
瓦
解
し
始
め
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
現
は
れ
た
形
而
上
學
の
批
判
者
の
う
ち

最
も
有
力
な
も
の
は
ま
た
自
然
科
學
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
再
び
認
識
論
は
擡
頭
し
て
來
た
。

認
識
の
問
題
が
實
在
の
問
題
か
ら
離
れ
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
認
識
論
が
形
而
上

學
の
不
可
能
を
證
明
す
べ
き
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
自
然
科
學
と
認
識
論
と
の
こ
の
や
う
な
因
縁
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
從
來
の
認
識
論
が
主
と
し
て
自
然
科

學
に
定
位
を
と
り
、
か
く
し
て
自
然
科
學
的
で
あ
つ
た
こ
と
の
歴
史
的
必
然
性
は
容
易
に
理
解
さ
れ
得
る

で
あ
ら
う
。
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
の
認
識
論
が
既
に
自
然
科
學
的
で
あ
つ
た
。
カ
ン
ト
の
『
純
粹
理

性
批
判
』
も
ま
た
自
然
科
學
、
特
に
數
學
的
自
然
科
學
に
定
位
を
と
つ
て
ゐ
る
。
自
然
科
學
が
ル
ネ
サ
ン

ス
以
來
夙
に
形
而
上
學
の
支
配
を
脱
し
て
、
獨
立
に
發
展
し
て
來
た
の
に
反
し
て
、
歴
史
及
び
社
會
に
關

す
る
科
學
は
そ
の
後
も
な
ほ
永
い
間
形
而
上
學
の
覊
絆
を
脱
せ
ず
、
そ
の
影
響
の
も
と
に
あ
つ
た
。
こ
の

事
情
が
認
識
論
に
お
け
る
歴
史
科
學
ま
た
は
社
會
科
學
の
無
視
乃
至
輕
視
と
い
ふ
、
一
般
的
傾
向
の
ひ
と

つ
の
重
要
な
理
由
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
認
識
論
の
自
然
科
學
へ
の
偏
向
と
い
ふ
事
實

は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
認
識
論
の
非
形
而
上
學
的
或
ひ
は
反
形
而
上
學
的
傾
向
か
ら
し
て
、
そ
の
ひ
と
つ
の
他
の
傾
向
、
む
し

ろ
偏
向
が
隨
つ
て
來
る
で
あ
ら
う
。
認
識
論
は
認
識
の
問
題
を
實
在
の
問
題
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
よ
つ

75



て
成
立
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
認
識
の
限
界
の
問
題
と
自
然
的
に
結
び
つ
い
て
ゐ
た
。
認
識
に
は
限
界
が

あ
る
と
い
ふ
思
想
を
積
極
的
に
述
べ
る
と
き
、
不
可
知
論
（A

gnostizism
us

）
が
生
じ
る
。
不
可
知
論
と

い
ふ
の
は
實
在
或
ひ
は
絶
對
者
は
不
可
認
識
的
な
（unknow

able; unerkennbar

）
も
の
で
あ
る
と
い
ふ

主
張
で
あ
る
。
絶
對
者
は
我
々
の
知
り
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
は
昔
か
ら
な
い
で
は
な
か
つ
た
。

そ
の
顯
著
な
例
と
し
て
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
哲
學
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
彼
に

よ
る
と
、
無
限
な
存
在
と
し
て
の
神
は
一
切
の
矛
盾
の
一
致
、
即
ち coincidentia oppositorum

 

で
あ
る
。

か
か
る
無
限
な
存
在
は
人
間
の
心
の
三
つ
の
形
態
、
感
性
、
悟
性
、
叡
智
の
い
づ
れ
に
よ
つ
て
も
理
解
さ

れ
得
な
い
。
神
は
我
々
有
限
な
者
の
認
識
に
と
つ
て
單
純
に
限
界
と
し
て
と
ど
ま
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
認

識
を
絶
し
た
直
觀
を
も
つ
て
、
い
は
ゆ
る
無
知
の
知
（docta ignorantia

）
に
よ
る
神
祕
的
な
直
觀
を
も

つ
て
の
み
、
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ク
ザ
ー
ヌ
ス
そ
の
他
の
場
合
と
近
代
の
認
識
論
上

の
不
可
知
論
の
場
合
と
で
は
相
違
が
あ
る
。
前
の
場
合
に
は
絶
對
者
の
規
定
か
ら
人
間
の
認
識
へ
の
道
を

取
つ
て
ゐ
る
。
絶
對
者
に
つ
い
て
は
信
仰
或
ひ
は
神
祕
的
直
觀
な
ど
に
よ
つ
て
既
に
理
解
さ
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
從
つ
て
そ
こ
に
は
本
來
の
不
可
知
論
は
な
い
。
し
か
し
絶
對
者
の
諸
規
定
は
人
間
の
認
識
の
尺

度
に
よ
つ
て
は
測
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
や
う
な
不
可
測
性
の
根

源
は
絶
對
者
の
存
在
と
人
間
の
存
在
と
の
間
の
存
在
的
な
關
係
そ
の
も
の
の
う
ち
に
横
た
は
つ
て
ゐ
る
と
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考
へ
ら
れ
る
。
無
限
な
神
と
有
限
な
人
間
と
の
間
に
は
存
在
上
如
何
な
る
比
例
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
人
間

の
神
に
對
す
る
關
係
も
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
考
へ
方
と
は
反
對
に
、
認
識
論
上
の
不
可
知
論

は
認
識
の
規
定
か
ら
絶
對
者
へ
の
道
を
取
る
。
カ
ン
ト
は
か
か
る
道
に
お
い
て
物
自
體
（D

ing an sich

）

は
知
り
得
な
い
と
い
ふ
不
可
知
論
的
な
方
向
を
示
し
て
ゐ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
學
者
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
、
カ
ン

ト
の
影
響
の
も
と
に
、
内
的
經
驗
と
い
ふ
意
識
の
事
實
に
お
い
て
は
つ
ね
に
た
だ
有
限
な
も
の
が
有
限
な

諸
關
係
に
お
い
て
我
々
の
認
識
に
達
す
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
人
間
の
知
識
は
有
限
な
も

の
の
經
驗
に
限
ら
れ
る
と
し
た
。
無
限
な
も
の
、
絶
對
的
な
も
の
は
認
識
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
不
可
知
論
は
一
方
で
は
マ
ン
セ
ル
、
他
方
で
は
ス
ペ
ン
サ
ー
な
ど
の
哲
學
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
重
要

な
役
割
を
演
じ
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
學
の
上
に
絶
え
ず
投
げ
ら
れ
て
ゐ
る
顯
著
な
陰
影
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

我
々
に
と
つ
て
重
要
な
こ
と
は
、
認
識
論
的
哲
學
が
こ
の
や
う
に
認
識
の
問
題
を
實
在
の
問
題
に
必
ず
先

立
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
、
前
者
の
解
決
を
後
者
の
解
決
に
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
先
決
條
件
と
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、
進
ん
で
、
實
在
の
問
題
に
對
す
る
、
い
な
、
一
般
に
存
在
の
問
題
に
對
す
る
無
頓
着
を
示
す
傾

向
を
お
の
づ
か
ら
含
ん
で
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
存
在
の
問
題
へ
の
無
關
心
、
延
い
て
は
そ
の
積
極

的
な
除
外
が
認
識
論
的
哲
學
に
お
け
る
注
意
す
べ
き
偏
向
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
く
て
存
在
か
ら
の
距
離
と
い
ふ
こ
と
は
い
は
ゆ
る
認
識
論
の
一
般
的
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
認
識
論
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と
い
ふ
語
に
論
理
學
（Logik

）
と
い
ふ
語
が
置
き
換
へ
ら
れ
る
と
き
最
も
鋭
く
現
は
れ
る
で
あ
ら
う
。

こ
の
置
き
換
へ
は
し
ば
し
ば
行
は
れ
、
現
代
に
お
い
て
論
理
學
と
い
ふ
と
き
、
認
識
論
を
意
味
し
て
ゐ
る

こ
と
は
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
の
『
純
粹
認
識
の
論
理
學
』
（Logik der

 reinen Erkenntnis

）
と
い
ふ
書
物
は
認
識
論
の
書
物
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
論
理
學
と
認
識
論
と
が
同

義
の
學
問
と
看
做
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
普
通
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　
さ
て
右
の
敍
述
か
ら
我
々
は
次
の
や
う
に
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
含
蓄
あ
る
意
味
に
お
け
る

認
識
論
は
自
然
科
學
と
絶
え
ず
密
接
な
關
係
を
も
つ
て
構
成
さ
れ
た
。
そ
こ
で
同
じ
認
識
の
理
論
で
あ
つ

て
も
、
そ
の
理
論
の
構
成
の
地
盤
が
自
然
科
學
で
な
く
、
歴
史
的
社
會
的
存
在
に
關
す
る
科
學
の
方
へ
移

さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
認
識
論
と
い
ふ
特
殊
な
意
味
の
學
問
は
も
は
や
次
第
に
そ
の
存
在
の
獨
立
性
を

失
つ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ら
う
。
そ
し
て
實
際
ヘ
ー
ゲ
ル
の
後
、
彼
の
形
而
上
學
は
勢
力
を
失
墜
し
は
し
た

が
、
彼
の
哲
學
の
精
神
は
科
學
の
座
標
に
お
い
て
分
解
さ
れ
、
か
く
し
て
歴
史
科
學
及
び
社
會
科
學
の
著

し
い
發
展
を
喚
び
起
し
た
。
こ
こ
に
こ
れ
ら
の
科
學
の
認
識
の
理
論
が
特
に
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
と
共
に
い
は
ゆ
る
認
識
論
は
次
第
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ

の
生
の
哲
學
（Lebensphilosophie

）
が
こ
の
傾
向
を
代
表
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
第
二
に
、
認
識

論
に
お
い
て
は
認
識
の
理
論
が
存
在
の
理
論
か
ら
游
離
す
る
と
い
ふ
自
然
的
な
傾
向
が
そ
の
う
ち
に
含
ま
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れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
い
ま
も
し
何
等
か
の
意
味
で
存
在
の
問
題
が
再
び
重
要
視
さ
れ
る
に
到
る
や

否
や
、
い
は
ゆ
る
認
識
論
と
い
ふ
特
殊
な
も
の
は
、
他
の
も
の
に
變
形
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト

以
前
の
哲
學
、
特
に
デ
カ
ル
ト
の
哲
學
に
接
近
を
求
め
て
い
つ
た
と
こ
ろ
の
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル

の
現
象
學
（
〔Pha:nom

enologie

〕
）
に
お
い
て
我
々
は
既
に
か
か
る
傾
向
の
ひ
と
つ
を
見
出
し
得
る
で

あ
ら
う
。

　
こ
れ
ま
で
に
明
か
に
し
て
來
た
こ
と
は
、
認
識
論
の
歴
史
性
と
い
ふ
こ
と
に
盡
き
る
。
最
近
に
至
る
ま

で
哲
學
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
つ
た
認
識
論
的
傾
向
は
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
從

つ
て
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
或
る
前
提
、
或
る
先
入
主
見
、
或
る
偏
向
を
含
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の

も
の
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
が
今
や
哲
學
そ
の
も
の
の
發
展
の
た
め
に
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

私
の
こ
の
小
さ
い
解
説
的
研
究
は
そ
の
目
的
の
た
め
に
許
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
仕
へ
ね
ば
な
ら
な
か
つ

た
。
も
し
認
識
論
と
い
ふ
も
の
を
廣
い
意
味
に
解
し
、
そ
の
歴
史
的
制
約
を
除
い
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
か

か
る
意
味
で
の
認
識
の
理
論
一
般
は
い
は
ば
哲
學
と
共
に
古
く
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
い
か
な
る
哲
學
の

う
ち
に
も
つ
ね
に
包
ま
れ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
論
哲
學
一
般
と
そ
の
範
圍
を
同
じ

く
す
る
。
そ
れ
は
例
へ
ば
ギ
リ
シ
ア
の
學
問
が
學
問
を
物
理
學
、
倫
理
學
及
び
論
理
學
の
三
つ
に
區
分
し

た
と
い
は
れ
る
場
合
の
論
理
學
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
と
き
論
理
學
は
ギ
リ
シ
ア
の
學
問
に
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お
い
て
近
代
に
お
け
る
そ
れ
と
は
全
く
違
つ
た
意
味
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
い
ま
や
我
々
は
認
識
に
關
す
る
理
論
を
い
は
ゆ
る
認
識
論
の
偏
見
か
ら
解
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
我
々
は
存
在
の
問
題
に
深
く
入
つ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
へ
る
。
認
識
の
問
題

を
存
在
の
問
題
の
う
ち
に
排
列
す
る
と
い
ふ
方
向
へ
我
々
は
進
ん
で
ゆ
く
べ
き
で
あ
ら
う
。
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