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【106
】〔
承
前
〕

他
の
全
体
系
の
廃
墟
の
う
え
に

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
〔
以
上
の
私
の
論
述
の
〕
い
っ
さ
い
は
何
の
た
め
な
の
か
。
そ
れ
は
ほ
ん
ら
い
、
私
が
提
起
す
る
空
間
と
時
間

の
把
握
〔
の
し
か
た
〕
が
唯
一
の
真
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
証
明
す
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
、
私
の
空
間
と
時

間
の
把
握
は
可
能
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
氏
に
よ
る
攻
撃
が
あ
っ
て
も
持
ち
こ
た
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
す

ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現フ

ェ
ノ
メ
ナ象

は
、
そ
し
て
カ
ン
ト
氏
が
空
間
と
時
間
に
か
ん
し
て
提
出
す
る
正
し
い
諸
原
則
は
、
こ
れ
ら
の
〔
空
間
・

時
間
の
〕
諸
概
念
は
た
ん
に
主
観
的
な
だ
け
で
は
な
く
客
観
的
で
も
あ
る
、
と
い
う
前
提
に
も
同
じ
よ
う
に
う
ま
く
整
合
し
う
る
の
で

あ
っ
て
、【107

】
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
空
間
と
時
間
は
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
主
観
的
形
式
に
す
ぎ
ず
、
な
ん
ら
客
観
的
な
も
の
を

有
し
な
い
、
と
是
が
非
で
も
カ
ン
ト
氏
に
倣
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
真
に
必
要
に
迫
ら
れ
て
こ
そ
、
あ
る
い
は
空
間
と
時
間
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
把
握
が
不
可
能
で
あ
り
許
容
し

が
た
い
と
い
う
こ
と
が
確
然
的
に
立
証
さ
れ
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
著
者
の
把
握
を
受
け
容
れ
う
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
著
者
の
体
系
は
す
べ
て
の
ほ
か
の
体
系
の
廃
墟
の
う
え
に
の
み
構
築
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、〔
こ
の
点
で
〕
と

り
わ
け
、
こ
の
〔
著
者
の
〕
把
握
は
、
自
分
の
兄
弟
を
み
ん
な
殺
害
し
た
あ
と
で
よ
う
や
く
玉
座
に
の
ぼ
り
、
そ
の
地
位
を
主
張
し
う

る
、
東
洋
の
暴
君
に
似
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
な
に
か
べ
つ
の
見
方
が
、
た
と
え
ば
、
空
間
と
時
間
を
部
分
的
に
は
客
観
の
な
か
に
も
根
拠
を
も
つ
も
の
と
し
て

捉
え
る
よ
う
な
、
こ
こ
で
提
出
さ
れ
る
〔
私
の
〕
見
方
が
、
た
ん
に
可
能
な
見
方
と
し
て
主
張
さ
れ
う
る
だ
け
で
も
、
私
の
見
る
と
こ

ろ
で
は
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
有
利
な
点
の
た
め
に
、
優
先
的
に
同
意
を
要
求
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

Rezension von J. Schulzes Erläuterungen
zur Kants Kritik der reinen Vernunft

Hermann Andreas Pistorius

»Erläuterungen über des Herrn Professor Kant Critik der 

reinen Vernunft von Joh. Schultze [...]. Königsberg [...] 1784 [...].«, 

in: Allgemeine deutsche Bibliothek, Bd. 66, 1. Stück, 1786, S. 

92‒123. [von H. A. Pistorius]

Zweiter Halbteil

Übersetzt von

KIDO Atsushi 



4

仮
象
の
理
論
と
自
由
の
問
題

　

第
一
に
、
空
間
と
時
間
に
つ
い
て
の
著
者
の
把
握
に
立
脚
し
た
、
仮
象
と
実
在
に
つ
い
て
の
著
者
の
理
論
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は

み
ず
か
ら
の
個
体
的
な
現
存
在
に
か
ん
し
て
さ
え
、
き
わ
め
て
困
っ
た
未
解
決
の
状
況
に
陥
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
〔
私
の
〕
見

方
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、わ
れ
わ
れ
は
こ
の
状
況
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
客
観
的
な
叡
知
的
世
界
の
現
実
的
な
現
存
在
は
、

も
は
や
蓋
然
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
信
頼
で
き
る
、
確
実
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
さ
ら
に
重
要
で
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
た
ん
に
論
理
的
で
仮
象
的
に

で
は
な
く
、
現
実
的
に

0

0

0

0

、
個
体
的
な
思
考
す
る
主
観
あ
る
い
は
実
体
で
あ
る
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
内
的
な
感
覚
を
信
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
表
象
と
思
想
は
、
同
種
の
力
、
す
な
わ
ち
思
考
す
る
力
か
ら
の
真
の
作
用
結
果
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
確
信
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
と
き
も
は
や
、
わ
れ
わ
れ
の
直
観
の
基
体
と
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
現
象
し
て
く
る
物
そ

0

0

れ
自
体

0

0

0

が
、
現
実
的
に
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
疑
う
必
要
が
な
く
な
る
。
そ
し
て
私
の
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
に
対
し
て
物
そ
れ

0

0

0

自
体

0

0

が
現
象
し
て
く
る
、
そ
の
思
考
す
る
主
観
が
現
実
に
あ
る
の
か
否
か
や
、
わ
れ
わ
れ
が
私
〔
＝
自
我
〕
と
い
う
こ
と
で
表
示
し
て

い
る
主
観
、
こ
の
思
考
す
る
主
観
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
疑
う
余
地
は
な
お
さ
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
般

的
に
い
っ
て
、
仮
象
と
真
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
理
論
は
、
よ
り
大
き
な
正
当
性
と
自
立
性
を
も
ち
う
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

こ
そ
が
、
著
者
の
理
論
に
は
欠
け
て
い
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

著
者
の
体
系
に
し
た
が
え
ば
、
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

の
現
存
在
は
、
あ
る
と
き
に
は
た
ん
に
蓋
然
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
と
き
は
確
実
な

も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
蓋
然
的
だ
と
い
う
の
は
、【108

】
や
は
り
わ
れ
わ
れ
は
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
ま
っ
た
く
な
に
も
知
ら
ず
、

な
に
も
認
識
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
確
実
だ
と
い
う
の
は
、
だ
が
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
根
底
に
は
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

が
存
し
て
い
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
象
は
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

を
告

げ
知
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上〔
の
著
者
の
体
系
の
難
点
〕を
度
外
視
し
て
も
、〔
さ
ら
に
〕私
が
す
ぐ
に
よ
り
詳
細
に
示
す
よ
う
に
、

空
間
と
時
間
に
つ
い
て
の
著
者
の
把
握
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
現
象
の
基
盤
あ
る
い
は
基
体
と
し
て
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

を
考

え
る
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
不
可
能
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
き
わ
め
て
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
著
者
の
道
徳
的
理
念
へ
の
偏
愛
は
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
著
者
は
あ
ら
ゆ
る
思
弁
的
な
、
た
ん
に
認
識
の
み
を
狙
う
よ
う

な
思
考
力
の
発
揮
に
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
道
徳
的
理
念
に
、
信
頼
性
と
真
理
性
に
か
ん
し
て
優
先
権
を
与
え
る
の
だ
が
、
こ
の
理
論

に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
偏
愛
も
党
派
的
に
偏
向
し
た
、
許
容
し
が
た
い
も
の
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
道
徳
的
理
念
は
お
そ
ら
く
、
よ
り
大
き
な
、
よ
り
重
要
な
関
心
を
有
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
（
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
の

現
実
の
個
体
的
な
現
存
在
や
わ
れ
わ
れ
の
実
体
性
に
つ
い
て
の
確
信
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
が
み
ず
か
ら
の
私0

〔
あ
る
い
は
自
我
〕
を
失
っ
て
、
自
己

0

0

を
〔
あ
た
か
も
〕
大
海
に
沈
ん
で
呑
み
こ
ま
れ
た
水
滴
の
よ
う
に

見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
な
お
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
）、
だ
が
そ
の
よ
う
な
関
心
に
よ
っ

て
道
徳
的
理
念
に
あ
の
優
先
権
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

道
徳
的
理
念
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
〔
に
道
徳
的
〕
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
思
考
力
の
作
用
の
結
果
あ
る
い
は
変
様
で
あ
る
に
す
ぎ

な
い
。
感
性
的
な
直
観
か
ら
理
性
理
念
に
い
た
る
思
弁
の
作
用
が
、
総
じ
て
仮
象
的
で
欺
瞞
的
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
に
秩
序
と

連
関
を
も
た
ら
す
と
い
う
論
理
的
な
利
益
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
な
ら
、
い
っ
た
い
道
徳
的
な
概
念
は
そ
も
そ
も
何
を
有
す
る
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
表
象
が
一
般
に
欺
瞞
的
で
仮
象
で
あ
り
う
る
な
ら
ば
、
表
象
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
欺
瞞
的
な
仮
象
で
は
な
い

し
、
そ
う
で
も
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
確
実
な
徴
表
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
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─
─
ふ
た
た
び
い
え
ば
、
よ
り
大
き
な
関
心
〔
こ
そ
〕
が
そ
の
よ
う
な
徴
表
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、

悟
性
概
念
や
理
性
理
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
た
と
え
ま
っ
た
く
内
容
に
か
ん
し
て
空
虚
で
あ
り
欺
瞞
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
し
か

し
秩
序
正
し
く
体
系
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た

そ
れ
ら
は
た
ん
に
論
理
的
な
目
的
の
た
め
だ
け
に
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
認
め
て
し
ま
う
の
な
ら
ば
、
ま

た
道
徳
的
概
念
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
ま
っ
た
く
の
仮
象
的
で
空
虚
で
あ
っ
て
も
、
し
か
し
秩
序
正
し
く
体
系
的
に
、
あ
る
い
は
人

倫
的
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
そ
れ
ら
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
た
ん
に
実
践

的
な
目
的
の
た
め
だ
け
に
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
に
、
な
ん
の
差
し
障
り
が
あ
ろ
う
か
。

　

─
─
【109

】
だ
が
、
仮
象
と
真
に
か
ん
す
る
著
者
の
理
論
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
ひ
ど
い
混
乱
と
不
整
合
を
招
い
て
い
る
と
私
に

思
わ
れ
る
の
は
、
ま
っ
た
く
こ
の
理
論
の
う
え
に
打
ち
た
て
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、「
人
間
は
そ
の
行
為
に
お
い
て
自
然
必
然
性
に
縛
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
命
題
と
「
人
間
は
自
由
を
と
も
な
っ
て
行
為
す
る
」

と
い
う
命
題
─
─
著
者
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
両
命
題
は
そ
の
正
し
さ
を
ど
ち
ら
も
等
し
く
証
明
す
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず

で
あ
る
─
─
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
矛
盾
を
除
去
す
る
〔
と
称
す
る
〕
も
の
で
あ
る
。

　

両
命
題
は
異
な
っ
た
観
点
で
は
同
時
に
真
で
あ
る
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
真
で
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
著
者
は
示
そ
う
と

試
み
て
い
る
。
こ
の
異
な
っ
た
観
点
で
み
れ
ば
、
一
方
の
側
は
人
間
、
そ
の
行
為
と
と
も
に
フ
ェ
ノ
メ
ン
と
し
て
、
現
象
と
し
て
あ
る

人
間
で
あ
り
、
他
方
の
側
で
は
、
同
じ
人
間
が
叡
知
的
世
界
の
一
員
と
し
て
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
諸
行
為
は
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

と
し
て
捉
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
の
観
点
で
は
人
間
の
行
為
は
（
そ
の
仮
象
に
し
た
が
っ
て
）
自
然
必
然
性
の
も
と
に
服
し
て
お
り
、
あ
ら

ゆ
る
そ
の
他
の
経
験
作
用
と
同
様
に
、
充
足
根
拠
律
に
し
た
が
っ
て
生
ず
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
の
観
点
で
は
、
人
間
の
行
為
は
物0

そ
れ
自
体

0

0

0

0

と
し
て
自
由
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
他
の
行
為
を
、
必
然
的
な
条
件
と
し
て
─
─
〔
す
な
わ
ち
〕
そ
れ
に
つ
づ
い
て
あ
る
法
則
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に
し
た
が
っ
て
そ
の
行
為
が
帰
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
制
約
と
し
て
─
─
前
提
し
な
い

＊
。

　
　
　

＊　

奇
妙
な
こ
と
に
、
ほ
か
の
哲
学
者
た
ち
は
ま
さ
に
反
対
の
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
自
然
必
然
性
へ
の
信
奉
は
感
情
よ

り
も
む
し
ろ
推
理
に
依
拠
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
を
有
す
る
と
い
う
考
え
の
ほ
う
は
、
す
っ
か
り
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
、
あ
ま
り
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
感
情
を
味
方
に
も
つ
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
、
そ
の
自
由
の
感
情
の

起
源
を
、
そ
し
て
な
ぜ
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
欺
く
の
か
に
つ
い
て
の
原
因
を
、
発
見
し
よ
う
と
努
力
す
る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
書
評
で
も
私
は
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
著
者
に
つ
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
自
分
の
無
能

力
を
告
白
し
た
。
い
ま
で
も
や
は
り
、
上
述
の
内
容
が
著
者
の
見
解
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、〔
し
か
し
〕
私

の
み
る
と
こ
ろ
で
は
こ
の
解
決
は
著
者
の
全
体
系
の
な
か
で
も
っ
と
も
曖
昧
で
怪
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
著
者
の
体
系
の

な
か
で
不
整
合
で
不
合
理
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
も
の
が
、
や
は
り
〔
私
の
〕
若
干
の
誤
解
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
私
が
い
つ
も
望
む
の
は
、
私
に
と
っ
て
曖
昧
さ
が
取
り
の
ぞ
か
れ
て
、
い
っ
け
ん
矛
盾
と
み
え
る
も
の

が
説
明
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
も
っ
て
私
の
疑
い
は
自
由
の
概
念
そ
の
も
の
、
そ
の
起
源
、
内
容
、
客
観
的
実
在
性
に
か
か
わ
る
。【110

】
自
由
と
は
あ
る
状

態
を
─
─
し
か
も
、
そ
の
行
為
が
自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
時
間
的
に
そ
の
行
為
を
規
定
し
た
他
の
原
因
の
下
に
立
た
な
い
よ
う
に

─
─
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
者
の
能
力
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

私
が
問
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
概
念
を
ど
こ
か
ら
入
手
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
概
念
を
、
経
験

か
ら
─
─
空
虚
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

概
念
は
こ
の
唯
一
の
源
泉
か
ら
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
が
─
─
汲
み
と
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ

れ
は
純
粋
な
理
性
概
念
で
あ
り
、
あ
る
い
は
理
性
に
本
質
的
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
生
得
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
性
に

お
い
て
は
、
こ
の
自
由
の
概
念
は
、
い
わ
ゆ
る
純
粋
理
性
の
諸
理
念
、
す
な
わ
ち
心
理
学
的
、
宇
宙
論
的
、
神
学
的
な
純
粋
理
性
の
諸
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理
念
に
先
立
っ
て
優
越
す
る
も
の
を
、
な
に
も
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
に
よ
っ
て
自
由
の
概
念
は
、
こ
れ
ら
の
諸
理
念
の
よ

う
に
た
ん
に
主
観
的
で
欺
瞞
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
優
位
性
を
、
得
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
独
で
ど
こ
か

ら
、
悟
性
界
に
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
客
観
的
な
妥
当
性
を
保
持
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
自
由
の
概
念
が
表
示

す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
な
自
由
は
、
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

の
性
質
と
し
て
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
に
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
な
い
世
界

の
一
員
の
性
質
と
し
て
、
述
語
づ
け
ら
れ
う
る
と
い
う
、
こ
の
客
観
的
な
妥
当
性
を
〔
何
に
よ
っ
て
保
持
す
る
の
だ
ろ
う
か
〕。

　

一
方
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
端
的
に
こ
の
悟
性
界
（
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
〔
未
知
な
る
も
の
〕
＝
Ｘ
で
あ
る
）
に
つ
い
て
は

な
に
も
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
こ
の
悟
性
界
は
諸
部
分
と
諸
成
員
か
ら
成
っ
て
い
る
と
想
定
し
、

理
性
を
そ
の
一
成
員
だ
と
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
あ
る
概
念
─
─
そ
れ
は
お
そ
ら
く
た
ん
な
る
妄
想
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
感
性

界
に
お
い
て
、
感
性
界
の
目
的
の
た
め
に
必
要
な
欺
瞞
で
あ
る
─
─
に
し
た
が
っ
て
、
あ
る
性
質
を
理
性
に
付
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

は
た
し
て
た
が
い
に
両
立
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
た
ん
に
仮
説
的
に
お
こ
な
う
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
す
で
に
第
一
の
批
判
的
規
則
、
す
な
わ
ち
悟
性

と
理
性
の
使
用
に
お
い
て
経
験
の
領
野
を
超
え
て
逸
脱
し
な
い
と
い
う
規
則
に
違
反
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
規
則
は

ま
た
つ
ぎ
の
点
で
も
犯
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
が
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

と
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
自
由
な
、
し
か
し
仮

象
的
な
見
か
け
で
は
必
然
的
な
行
為
を
、
原
因
と
し
て
惹
起
し
て
、
規
定
す
る
の
だ
と
称
す
る
と
き
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
悟
性
概
念

を
、
す
な
わ
ち
原
因
と
結
果
の
概
念
を
、
叡
知
的
世
界
へ
と
移
行
さ
せ
て
、
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

へ
と
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
概
念
の
内
容
は
、
み
ず
か
ら
と
〔
内
的
に
〕
整
合
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
概
念
は
、
悟
性
界
に
属
す
る
も

の
と
し
て
、
す
べ
て
の
時
間
と
時
間
規
定
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
自
由
と
は
、
あ
る
状
態
を
始
め
る
能
力
で
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
、
時
間
の
概
念
を
混
入
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
始
ま
り
を
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
始
ま
り
に
対
応
し
た
終
わ
り
を
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─
─
す
な
わ
ち
成
立
や
消
滅
や
経
過
と
い
っ
た
も
の
を
─
─
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
あ
る
状
態
を
始
め
る
こ
と
は
、
こ
の
状
態

は
ま
だ
な
か
っ
た

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
状
態
が
そ
の
と
き
に
は
ま
だ
た
ん
に
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
な
時
間

と
、
こ
の
状
態
が
現
実
的
に
な
る
べ
つ
の
時
間
を
前
提
し
て
い
る
。【111

】
し
た
が
っ
て
こ
の
概
念
は
あ
わ
せ
て
、
時
間
規
定
を
─
─

こ
の
概
念
が
や
は
り
排
除
す
べ
き
で
あ
る
は
ず
の
時
間
規
定
を
─
─
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
か
に
し
て
こ
れ
が
〔
整
合

的
に
〕
ま
と
め
ら
れ
よ
う
か

＊
。

　
　
　

＊　

同
様
に
著
者
が
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
、
世
界
は
時
間
の
な
か
に
始
ま
り
を
も
ち
え
な
い
と
い
う
命
題
を
証
明
し
よ
う
と
す

る
推
論
に
即
し
て
も
、
や
は
り
ま
た
、
始
ま
り
は
つ
ね
に
時
間
概
念
を
前
提
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
る
状
態
が
始
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
時
間
の
な
か
で
の
ほ
か
に
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
、と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
う
る
。
カ
ン
ト
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
推
理
す
る
。「
世

界
が
始
ま
り
を
も
た
な
い
と
仮
定
せ
よ
。
す
る
と
世
界
が
な
か
っ
た
時
間
が
、
す
な
わ
ち
空
虚
な
時
間
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
さ
て
し
か
し
、空
虚
な
時
間
に
お
い
て
は
、あ
る
物
が
成
立
す
る
こ
と
は
、」（
そ
れ
ゆ
え
ま
た
あ
る
状
態
が
成
立
す
る
こ
と
は
、）「
あ

り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
空
虚
な
時
間
の
い
か
な
る
部
分
も
、
ほ
か
の
あ
る
部
分
よ
り
も
優
れ
て
、
非
存
在
の
条
件
よ
り
も
存
在
の
条
件

を
そ
れ
自
体
と
し
て
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
が
そ
れ
自
身
か
ら
成
立
す
る
と
し
て
も
、
他
の
原
因
か
ら
成

立
す
る
と
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
世
界
は
始
ま
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
」〔K

rV
 A

 427/B 455 = E
rläuterungen 
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（
一
部
改
変
）〕、
す
な
わ
ち
時
間
の
な
か
で
の
ほ
か
に
は
始
ま
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
世
界
は
時
間
の
な
か
で
始
ま

り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
世
界
は
総
じ
て
い
か
な
る
始
ま
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
論
拠
で

も
っ
て
、
あ
る
状
態
が
始
ま
り
を
も
つ
べ
き
な
ら
ば
、
そ
れ
は
時
間
の
な
か
で
始
ま
り
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
が
時
間

の
な
か
で
始
ま
り
を
も
つ
べ
き
で
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
い
か
な
る
始
ま
り
を
も
有
し
え
な
い
、
と
推
理
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
こ
の
推
理
の
し
か
た
に
よ
っ
て
、
自
由
の
概
念
は
─
─
そ
れ
が
時
間
概
念
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
か
ぎ
り
─
─
お
の
ず
か
ら
廃
棄
さ
れ
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る
こ
と
に
な
る
。

　

私
は
さ
ら
に
問
い
た
い
。
人
間
の
す
べ
て
の
精
神
的
本
質
や
す
べ
て
の
表
象
力
が
、
そ
の
作
用
の
す
べ
て
と
と
も
に
、
現
象
と
し
て

見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
（
私
の
前
提
に
よ
れ
ば
、
著
者
の
原
則
と
、
空
間
と
時
間
に
つ
い
て
の
著
者
の
把
握
に
し
た

が
う
か
ぎ
り
、
そ
う
な
ら
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
い
が
）、
そ
の
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
精
神
的
本
質
の
一
部
─
─
そ
し

て
理
性
も
こ
こ
か
ら
免
れ
な
い
─
─
を
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
、
あ
る
い
は
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

と
し
て
説
明
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
！ 

こ
の
よ

う
に
叡
知
的
世
界
と
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
え
な
い
と
前
提
さ
れ
た
と
き
、
人
間
の
主
観
的
で
仮
象
的
な
思
考
力
に
属
す
る

或
る
も
の
、
す
な
わ
ち
理
性
が
、
し
た
が
っ
て
ま
た
理
性
を
備
え
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
人
間

0

0

そ
れ
自
身
が
、
悟
性
界
の
一
部
で
あ
り
、

物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
す
る
た
め
だ
け
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
こ
の
〔
叡
知
的
〕
世
界
が
多
様
な
物
あ
る
い
は
現
実
的
な

諸
部
分
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
こ
の
〔
叡
知
的
〕
世
界
を
知
っ
て
い

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。【112

】
そ
し
て
、
著
者
が
二
つ
の
世
界
の
あ
い
だ
に
置
い
た
乗
り
こ
え
ら
れ
な
い
溝
が
あ
る
の
に
、
こ

こ
感
性
界
に
い
な
が
ら
、
ど
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
〔
叡
知
的
世
界
の
〕
こ
と
を
経
験
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
は
理
性
を
所
有
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
物
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
と

仮
定
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
同
時
に
ま
た
ま
っ
た
く
同
じ
確
実
性
を
も
っ
て
、
理
性
的
な
存
在
者
は
た
ん
に
仮
象
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
現
実
的
に

0

0

0

0

、
そ
れ
自
体
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
存
的
に
存
立
す
る
思
考
す
る
主
観
、
あ
る
い
は
思
考
す
る
実
体
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
思
考
す
る
、
と
い
う
の
は
、
理
性
は
端
的
に
思
考
を
み
ず
か
ら
の
内
に
含
ん
で
お
り
、
思
考
し
な
い
理
性
な
ど
は

考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
体
で
あ
る
の
は
、
こ
の
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

は
、
自
存
的
に
存
立
す
る
主
観
で
あ
る
と
い
う
前
提
の

も
と
で
の
み
、
真
な
る
作
用
の
、
あ
る
い
は
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

（
自
由
な
行
為
）
の
、
真
な
る
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
か
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ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
っ
た
く
は
か
ら
ず
も
、
原
因
と
結
果
だ
け
で
は
な
く
、
実
体
と
偶
有
性
と
い
っ
た
普
通
の
概
念

に
も
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
著
者
は
そ
れ
ら
の
概
念
を
、
と
り
わ
け
理
性
の
誤
謬
推
理
論
の
と
こ
ろ
で
は
、
た
ん
に
論
理
的

な
も
の
、
現
象
に
の
み
適
用
さ
れ
、
現
象
に
の
み
通
行
可
能
な
も
の
と
し
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
私
の
み
る
こ
ろ

で
は
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
客
観
的
で
、
悟
性
界
に
妥
当
す
る
も
の
と
だ
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

─
─
人
間
の
行
為
が
そ
れ
自
体
で
は

0

0

0

0

0

0

自
由
で
あ
り
、
た
ん
に
必
然
的
に
見
え
る
だ
け
だ
と
い
う
の
な
ら
、
私
は
問
い
た
い
が
、
人
間

と
そ
の
行
為
は
だ
れ
に
対
し
て
た
ん
な
る
フ
ェ
ノ
メ
ン
、
現
象
と
し
て
現
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
争
う
余
地
な
く
、
こ
の
現
わ
れ
の
た

め
に
は
、
あ
る
主
観
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
現
象
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
は
そ
れ
自
身
で
、
表
象
す
る
主

観
へ
の
関
係
が
な
く
て
も
存
立
す
る
よ
う
な
物
と
し
て
、
そ
し
て
表
象
の
ど
こ
か
外
に
、
そ
れ
も
誤
っ
た
、
制
限
さ
れ
た
、
不
正
確
に

知
覚
す
る
表
象
の
ど
こ
か
外
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
物
と
し
て
語
る
の
は
、─
─
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
そ
の
行
為
と
と
も
に
、

人
間
じ
し
ん
に
と
っ
て
現
象
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
語
る
の
は
、
き
わ
め
て
不
合
理
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
私
が
問
い
た
い
の
は
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
人
間
に
と
っ
て
人
間
は
現
象
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
は
物
そ
れ
自
体
で

あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
を
想
定
し
て
、
あ
る
現
象
が
他
の
現
象
に
対
し
て
現
象
す
る
、
と
言
う
の
は
、
私
に
は
ふ
た

た
び
き
わ
め
て
不
合
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
後
者
を
想
定
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
後
者
の
帰
結
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
現
実
的
に
自
由
な

行
為
（
こ
れ
は
同
様
に
物
そ
れ
自
体
で
あ
る
）
は
、
必
然
的
な
も
の
と
し
て
現
象
し
て
く
る
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
そ
れ
自
体
と
し
て

の
あ
り
か
た
と
は
異
な
っ
た
し
か
た
で
現
象
し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
物
そ
れ
自
体
で
あ
っ
て
、
客
観
的
な
悟
性
界
に
属

す
る
が
、
人
間
が
そ
れ
を
見
る
と
き
に
は
、【113

】
し
か
し
も
ち
ろ
ん
感
性
の
霧
の
な
か
で
曖
昧
に
曇
り
、
ね
じ
曲
が
っ
て
い
る
わ
け
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で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
根
本
的
に
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
観
念
論
に
立
ち
返
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
観
念

論
は
、
著
者
が
ひ
ど
く
非
難
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
著
者
の
批
判
的
観
念
論
と
の
あ
い
だ
の
差
異
は
、
た
だ
以
下
の
点
に
の
み

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
観
念
論
を
、
た
ん
に
空
間
に
お
け
る
外
的
感
官
の
客
体
に
の
み
向
け
た
が
、
し
か
し
著
者

は
そ
の
批
判
的
観
念
論
を
、
さ
ら
に
時
間
に
お
け
る
内
的
感
官
の
客
体
に
も
拡
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
次
の
点
で

は
、
こ
の
二
人
の
哲
学
者
は
合
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
前
提
の
も
と
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
仮
象
と
欺
瞞
は
た
だ
感
官
に
の
み
、

あ
る
い
は
制
限
さ
れ
た
表
象
能
力
─
─
と
り
わ
け
感
性
と
し
て
実
現
し
た
場
合
の
─
─
に
の
み
由
来
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
つ
ぎ
の
点
で
も
、
こ
の
よ
う
な
解
決
に
即
し
て
い
え
ば
、
著
者
は
み
ず
か
ら
の
体
系
か
ら
離
れ
て
、
む
し
ろ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

体
系
に
近
づ
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ふ
だ
ん
は
ま
っ
た
く
離
れ
て
い
る
二
世
界
を
二
人
と
も
緊
密
に
結
合
さ
せ
る
の
で
あ

る
が
、
こ
う
な
る
と
悟
性
界
は
本
来
の
客
観
、
そ
し
て
感
性
界
の
材
料
に
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
一
方
の
世
界
が
他
方
の
世
界
へ
と

介
入
し
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
理
性
は
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

、
客
観
的
な
悟
性
界
の
一
部
と
し
て
、
感
性
界
に
お
け
る
仮
象

的
な
行
為
の
原
因
と
な
り
、
そ
れ
を
規
定
す
る
。〔
こ
の
場
合
、〕
し
か
も
当
然
な
が
ら
理
性
は
、
最
初
は
た
だ
悟
性
界
に
お
け
る
自
由

な
行
為
の
原
因
で
あ
り
規
定
で
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
行
為
は
─
─
そ
れ
が
そ
れ
自
体
と
し
て
そ
う
で
あ
る
も
の
と
し
て
で
は
な

く
、
す
な
わ
ち
自
由
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
必
然
的
な
も
の
と
し
て
、
人
間
に
受
け
と
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
─
─
ふ
た
た
び

仮
象
的
な
も
の
、
感
性
界
の
一
部
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

著
者
の
仮
象
の
理
論
と
、
そ
れ
を
著
者
の
自
由
概
念
に
適
用
し
た
場
合
に
対
す
る
、
こ
れ
ら
の
懐
疑
や
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

で
十
分
で
あ
ろ
う
。
も
う
い
ち
ど
繰
り
返
す
が
、
こ
れ
ら
〔
の
難
点
〕
は
、
す
べ
て
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
誤
解
に
も
と
づ
い
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
懐
疑
や
問
題
点
は
カ
ン
ト
の
体
系
を
研
究
す
る
他
の
人
々
か
ら
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
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い
の
だ
か
ら
、
明
快
で
整
合
的
に
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
こ
の
体
系
を
承
認
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
や
は
り
そ
れ
ら
を
取
り
の

ぞ
く
こ
と
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
私
の
空
間
と
時
間
の
把
握
に
戻
っ
て
、
さ
ら
に
た
だ
次
の
こ
と
に
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
仮
象
と

真
に
つ
い
て
の
理
論
に
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
是
正
を
加
え
る
さ
い
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
も
（
そ
れ
が
根
拠
を
も
つ
事
情
だ
と
思

わ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
）
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
時
間
の
概
念
（
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
時
間
に

か
か
わ
っ
て
く
る
あ
ら
ゆ
る
概
念
）
は
、
空
間
の
概
念
の
よ
う
に
た
ん
に
客
観
の
多
数
性
に
根
拠
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
わ
せ
て
そ

の
変
化
性
に
も
根
拠
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、【114

】
空
間
よ
り
も
多
く
の
客
観
的
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
仮
象
的
で
欺
瞞
的
な
も

の
は
よ
り
少
な
く
、
逆
に
、
多
く
の
真
な
る
、
客
観
的
で
実
在
的
な
も
の
を
備
え
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

感
官
の
望
遠
鏡
は
叡
知
界
に
届
く
か

　

第
二
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
空
間
と
時
間
の
把
握
に
し
た
が
う
な
ら
、
現
象
と
物
自
体
と
は
、
あ
る
い
は
主
観
的
な
感
性
界
と
客
観
的

な
叡
知
界
と
は
、
現
実
的
で
真
な
る
結
合
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
著
者
の
全
体
系
を
支
配
し
て
い
る
、
も
っ
と
も

重
要
で
、
私
の
見
解
で
は
本
質
的
な
誤
謬
を
、
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
誤
謬
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
、
著
者
の
体
系
に
し
た
が
え
ば
、
客
観
的
な
叡
知
界
は
ま
っ
た
く
余
計
な
も
の
で
、
物
自
体
は
─

─
わ
れ
わ
れ
の
田
舎
の
方
言
で
い
う
よ
う
に
─
─
あ
っ
て
も
な
く
て
も
ど
う
で
も
い
い
も
の
と
見
な
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

浮
遊
す
る
全
体
に
あ
る
種
の
固
定
と
基
盤
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
考
慮
し
な
く
て
よ
い
の
な
ら
、
仮
象
的
な
客
観
と
仮

象
的
な
主
観
の
ほ
か
に
は
な
に
も
必
要
な
い
で
あ
ろ
う

＊
。
し
か
し
こ
の
〔
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
〕
固
定
や
基
盤
〔
な
る
も
の
〕
は
、

た
ん
に
仮
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
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＊　

い
わ
ゆ
る
理
性
の
誤
謬
推
理
を
剥
き
出
し
に
し
て
見
せ
る
著
者
の
推
理
の
い
っ
さ
い
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
こ
と
を
目

掛
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
の
統
一
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
導
か
れ
る
の
は
、
仮
象
的
で
論
理
的
な
、
す
な
わ
ち
思
考
の
目
的
の
た
め

に
想
定
さ
れ
る
べ
き
主
観
と
い
う
前
提
だ
け
で
あ
り
、
意
識
の
統
一
は
、
な
ん
ら
一
つ
の
思
考
す
る
実
体
の
現
実
的
な
現
存
在
へ
と
わ
れ
わ

れ
が
推
理
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、た
ん
に
仮
象
的
で
論
理
的
な
主
観
で
満
足
し
て
十
分
に
や
っ

て
い
け
る
と
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
い
う
な
ら
、
論
理
的
な
主
観
か
ら
正
当
に
思
考
実
体
の
現
存
在
へ
と
推
理

し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
〔
著
者
の
体
系
で
は
〕
感
性
界
と
叡
知
界
と
の
あ
い
だ
に
は
、
真
な
る
連
関
は
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
も
し
そ
の
よ
う
〔
に
連

関
が
あ
る
〕
な
ら
、
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

は
じ
っ
さ
い
に
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。〔
と

は
い
え
、〕
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
物
自
体
を
、
空
間
の
な
か
で
で
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
直
観
し
よ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
時
間
の

な
か
で
、
時
間
規
定
に
即
し
て
で
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
知
覚
し
よ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
空
間
と
時
間
は
そ
れ
ゆ
え
、
物
そ
れ

0

0

0

自
体

0

0

と
わ
れ
わ
れ
の
表
象
能
力
と
の
あ
い
だ
の
唯
一
の
媒
介
で
あ
っ
て
、
そ
の
媒
介
を
つ
う
じ
て
の
み
二
つ
の
世
界
の
あ
い
だ
に
交
通

の
道
路
が
引
か
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
し
か
し
、
空
間
と
時
間
は
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
主
観
的
な
形
式
に
す
ぎ
ず
、
な
ん
ら
客
観
的
な
も
の
を
含
み
も
つ
も
の

で
も
、
客
観
的
な
も
の
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
ま
っ
た
く
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

に
か
か
わ
ら
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
こ

れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
交
通
は
遮
断
さ
れ
て
、【115

】
両
世
界
の
あ
い
だ
に
は
断
絶
の
溝
が
穿
た
れ
た
の
で
あ
り
、
物
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

が
わ

れ
わ
れ
の
認
識
に
届
く
こ
と
も
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
が
物
そ
れ
自
体
に
ま
で
超
え
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
は
感
官
に
対
し
て
、
客
観
的
な
叡
知
界
の
曖
昧
に
曇
っ
て
ね
じ
曲
が
っ
た
像
を
え
が
き
だ
す
と
い
う
残
念
な
仕
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事
を
割
り
振
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
著
者
は
非
難
す
る
が
、
そ
の
非
難
は
も
ち
ろ
ん
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
私
の
考
え

で
は
、
感
官
の
仕
事
は
じ
っ
さ
い
は
、
完
全
に
間
違
っ
た
像
を
え
が
く
こ
と
に
さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
は
─
─
そ
れ
が
著
者
が
じ
っ
さ
い

に
〔
感
官
の
仕
事
に
〕
し
て
い
る
こ
と
だ
が
─
─
、〔
そ
れ
ほ
ど
に
は
〕
毛
嫌
い
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に

よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
感
官
は
濁
っ
て
荒
く
研
が
れ
た
レ
ン
ズ
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
わ
れ
わ
れ
の
魂
は
じ
っ
さ
い
に
物
そ
れ
自

体
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
暗
く
曖
昧
に
な
る
よ
う
な
遠
さ
で
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
す
こ
し
歪
み
、
曲
が
り
、
ず
れ
て
い
る
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
著
者
に
よ
れ
ば
、
感
官
と
は
、
そ
の
外
側
の
表
面
に
い
わ
ば
ま
っ
た
く
違
う
絵
画
が
貼
り
つ
い
て
い
る
よ
う
な
レ

ン
ズ
で
あ
り
、
そ
の
絵
画
は
ま
っ
た
く
客
観
的
な
世
界
や
、
そ
の
特
徴
を
表
わ
さ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
絵
画
が
表
わ
す
景
色
は
、

客
観
的
な
世
界
か
ら
は
ま
っ
た
く
隔
離
さ
れ
た
、
と
は
い
え
美
し
く
彩
色
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
わ
た
っ
て
悟
性
と
そ
の
概
念
に

よ
っ
て
う
ま
く
調
整
さ
れ
て
い
て
、
と
り
わ
け
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
器
官
に
調
和
的
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
器
官
に
適
合

し
て
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
景
色
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
感
官
の
望
遠
鏡
で
見
て
い
る
人
々
の
う
ち
の
大
部
分
は
、
自
分
が
見
て
い
る
も
の
が
現
実
の
真
の
外
界
で
は
な
く
、

外
界
は
じ
っ
さ
い
に
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
自
分
が
見
て
い
る
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
ま
っ
た
く
気
づ

か
な
い
。
わ
ず
か
に
若
干
の
人
々
だ
け
が
、
そ
の
絵
画
に
は
、
ね
じ
曲
が
り
、
彼
ら
の
見
解
で
は
相
互
に
正
確
に
整
合
し
て
い
な
い
よ

う
な
筆
遣
い
が
、〔
あ
る
い
は
〕
彼
ら
の
訓
練
さ
れ
、
よ
り
精
密
に
な
っ
た
判
断
力
に
完
全
に
は
調
和
し
な
い
よ
う
な
筆
遣
い
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
疑
い
だ
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
は
お
そ
ら
く
物
を
完
全
に
そ
の
本
来
の
真
の
形
に
お
い
て
見
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
あ
の
不
調
和
な
筆
遣
い
は
お
そ
ら
く
、
不
完
全
な
道
具
と
制
限
さ
れ
た
視
力
に
起
因
す
る
も
の

な
の
で
は
な
い
か
、
と
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
み
ず
か
ら
の
望
遠
鏡
を
い
わ
ば
反
転
さ
せ
て
、
そ
の
望
遠
鏡
で
自
分
の
外
を
で
は
な
く
、
内
側
を
覗
き
こ
も
う
と



16

試
み
た
人
も
い
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
の
人
の
思
い
込
む
と
こ
ろ
で
は
、〔
そ
も
そ
も
〕
見
ら
れ
る
べ
き
外
の
物
や
、
客
観
的
な

世
界
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
し
、
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
望
遠
鏡
で
描
出
さ
れ
て
い
た
す
べ
て
の
も

の
は
、
た
ん
に
み
ず
か
ら
の
魂
の
な
か
に
登
場
し
て
き
て
、
移
り
か
わ
っ
て
ゆ
く
思
考
の
像
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
像
の

う
ち
の
い
く
つ
か
は
驚
く
べ
き
技
術
で
表
象
さ
れ
る
た
め
に
、【116

】
ま
る
で
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
虚
し
い
像
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
の
外
の
現
実
の
対
象
で
あ
る
と
信
じ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。

　

つ
い
に
わ
れ
わ
れ
の
著
者
は
、
わ
れ
わ
れ
の
望
遠
鏡
を
き
わ
め
て
精
密
に
研
究
し
た
あ
と
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
明
す
る
に
い
た
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
外
に
は
客
観
的
な
世
界
と
実
在
的
な
物
が
あ
る
し
、
あ
る
に
ち
が
い
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
わ

れ
わ
れ
の
道
具
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
道
具
を
と
お
し
て
は
、
そ
の
道
具
の
特
殊
な
形
式
の
た
め
に
、
外
の
世
界
を
す
こ
し
も
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
外
の
世
界
の
な
に
か
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
も
の
は
、
虚
し
い

現
象
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
道
具
の
技
巧
的
な
研
磨
と
製
作
に
よ
っ
て
、
道
具
そ
の
も
の
の
う
え
に
〔
貼
り
付
け
て
〕
作
り
だ
さ
れ
て
、

え
が
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
を
適
切
に
秩
序
づ
け
、
分
割
し
、

規
則
的
な
全
体
へ
と
結
合
す
る
こ
と
を
弁
え
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
ら
が
現
実
の
実
在
性
で
あ
る

場
合
と
同
様
の
役
割
を
果
た
す
の
だ
〔
、
と
言
明
す
る
に
い
た
っ
た
〕。

　

だ
が
、
比
喩
の
い
っ
さ
い
は
脇
に
お
く
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
著

者
の
体
系
で
は
、
叡
知
的
で
客
観
的
な
世
界
は
滅
ぼ
さ
れ
た
も
同
然
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
た
し
か
に
物
自
体
は
存
在
す
る
に
せ
よ
、

だ
が
そ
れ
は
ま
っ
た
く
感
性
界
か
ら
は
分
離
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
感
性
界
に
お
い
て
は
、
客
観
的
な
世
界
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ

う
が
、
す
べ
て
は
元
通
り
の
ま
ま
で
あ
る
し
、
い
っ
さ
い
が
正
し
い
規
則
的
な
運
行
に
お
い
て
進
ん
で
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
わ
れ
わ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
世
界
が
べ
つ
の
世
界
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
か
、
ひ
と
つ
の
世
界
が
べ
つ
の
世
界
に
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調
和
す
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
さ
え
も
、
想
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
感
性
界
と
叡
知
的
世
界
と
の
あ
い

だ
に
は
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
た
調
和
が
成
立
し
て
い
る
、
と
想
定
し
て
も
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
こ
の
よ
う
に
か
細
い

糸
で
に
せ
よ
両
世
界
が
た
が
い
に
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
と
そ
の
形
式
、
す
な
わ
ち
空
間
と
時
間
の
概

念
も
ま
た
、
表
象
さ
れ
う
る
悟
性
界
へ
の
関
連
を
も
ち
、
こ
の
悟
性
界
に
あ
わ
せ
て
調
整
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

別
言
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
こ
の
形
式
は
、
こ
の
場
合
に
は
、
も
は
や
た
ん
に
主
観
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
ま
た
同
時
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
な
も
の
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

概
念
の
予
定
調
和
的
な
対
応
、
感
覚
と
幻
想

　

第
三
に
、
い
ま
や
つ
ぎ
の
こ
と
も
ま
た
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
空
間
と
時
間
の
概
念

は
た
ん
に
主
観
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
ま
た
同
時
に
客
観
的
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
悟
性
概
念
や
理
性
の
理
念
に
つ
い

て
も
事
情
は
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。【117

】
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
は
空
虚
な
悟
性
概
念
は
現
象
に
対
し
て
の
ほ
か
に

は
ま
っ
た
く
ど
こ
に
も
適
用
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
悟
性
概
念
は
、
そ
し
て
理
性
理
念
も
ま
た
、
経
験
の
領
野
を
超
え
て
独
断
的

に
駆
使
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
結
果
の
全
体
に
か
ん
し
て
さ
え
も
、
さ
ら
に
い
く
ら
か
の
制
限
と
是
正

が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

時
間
と
空
間
の
概
念
が
た
ん
に
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
の
な
ら
、
悟
性
概
念
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
な
に
し
ろ

悟
性
概
念
は
、
空
間
と
時
間
の
な
か
で
与
え
ら
れ
た
現
象
を
処
理
し
、
秩
序
に
も
た
ら
し
、
思
考
可
能
に
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
現
象
そ
の
も
の
が
あ
る
客
観
的
な
も
の
を
有
し
、
そ
の
基
体
と
本
来
の
根
本
材
料
が
物
そ
れ
自
体
で

あ
る
と
し
よ
う
。
あ
る
い
は
、
カ
ン
ト
氏
が
べ
つ
の
著
作
、
す
な
わ
ち
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
で
こ
の
点
に
関
し
て
は
っ
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き
り
と
し
た
言
葉
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
私
の
見
立
て
で
は
『
批
判
』
の
諸
原
則
に
適
合
し
て
い
る
）
で
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
、「
悟0

性
界
は
感
性
界
の
根
拠
を
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
感
性
界
の
法
則
の
根
拠
を
も
含
む

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」〔GM
S A

k. IV
 453

〕
と
し
よ
う
。
そ
う
な
ら
ば
ま

た
、
悟
性
の
本
性
は
、
そ
し
て
悟
性
の
概
念
の
性
質
は
、
こ
の
客
観
的
な
も
の
に
適
合
し
、
そ
れ
を
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
に
は
、〔
そ
し
て
〕
悟
性
界
の
法
則
に
矛
盾
し
た
り
、
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
な
法
則
を
持
ち
こ
ん
だ
り
し
な
い
た
め
に
は
、
こ
の
悟

性
界
と
そ
の
諸
法
則
と
調
和
的
に
合
わ
せ
て
、
調
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
叡
知
的
世
界
に
お
い
て
客
体
の
現
実
的
な

0

0

0

0

多
数
性
─
─
そ
れ
ら
は
現
実
的
に

0

0

0

0

可
変
的
で
あ
り
、
変
化
し
て
い
る
─
─
が
あ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
も
、
類
推
的
な
関
係
が
、
そ
れ
も
内
属
、
因
果
性
、
相
互
影
響
と
い
っ
た
関
係
が
、
想
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
、
感
性
界
の
関
係
の
根
底
に
あ
り
、
感
性
界
の
関
係
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、

い
ま
や
き
わ
め
て
真
実
ら
し
い
話
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
原
因
と
結
果
、
相
互
影
響
の
関
係
概
念
は
、
物
自
体

0

0

0

の
そ
の
よ
う
な

関
係
の
な
か
に
根
拠
を
も
っ
て
よ
い
─
─
〔
そ
し
て
、〕
こ
の
関
係
の
ゆ
え
に
物
自
体
は
す
べ
て
存
在
者
の
一
つ
の
体
系
に
属
し
て
、

一
つ
の
も
の
が
別
の
も
の
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
─
─
、
べ
つ
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、〔
感
性
界
の
関
係

概
念
は
〕
叡
知
的
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
諸
部
分
の
普
遍
的
な
調
和
の
な
か
に
根
拠
を
も
っ
て
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
な
に
も
偶
然
に
は
生
じ
な
い
」、「
な
に
も
飛
躍
に
よ
っ
て
は
生
じ
な
い
」、「
空
虚
は
な
い
」、「
運
命
は
な
い
」
と
い
っ
た
自
然
の

普
遍
的
法
則
は
、
カ
ン
ト
氏
が
わ
れ
わ
れ
の
思
考
能
力
の
本
性
か
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
導
き
出
し
て
、
思
考
の
必
然
的
な
法
則
と
し
て
打

ち
た
て
た
法
則
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
則
は
、
あ
ら
ゆ
る
ほ
か
の
哲
学
者
た
ち
（
外
界
を
ま
っ
た
く
無
き
も
の
と
す
る
よ
う
な
観
念
論

者
は
除
外
す
る
な
ら
）
の
場
合
に
は
、
あ
た
か
も
自
然
を
観
察
す
る
こ
と
か
ら
汲
み
だ
さ
れ
て
、
恒
常
的
な
経
験
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
き
た
か
、【118

】
あ
る
い
は
い
か
な
る
証
明
も
必
要
の
な
い
公
理
と
し
て
前
提
さ
れ
て
き
た
か
の
、

ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
。
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前
者
の
〔
経
験
的
な
〕
見
方
に
対
し
て
は
カ
ン
ト
氏
は
、
そ
う
な
れ
ば
そ
れ
ら
の
法
則
は
、
そ
の
本
来
の
目
印
で
あ
る
必
然
性
と
い

う
刻
印
あ
る
い
は
特
徴
を
、
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
反
論
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
反
論
に
対
し
て
は
、
も
ち

ろ
ん
こ
こ
で
以
下
の
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
自
然
法
則
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
お
い
て
再
確
認
さ
れ
る
も

の
で
、
し
か
も
あ
る
意
味
で
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
根
底
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
恒
常
性
は
け
っ
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
諸
概
念
の
あ
い
だ
の
解
消
さ
れ
え
な
い
連
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
連
想
の
ゆ
え
に
、
た
と
え
法
則
の
必
然
性
を
厳
密
に
証

明
す
る
こ
と
も
、
正
当
に
演
繹
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
法
則
を
必
然
的
な
も
の
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
ち
が
っ
た
し
か
た
で
考
え
れ
ば
、〔
法
則
の
由
来
と
し
て
の
経
験
と
公
理
と
い
う
〕
二
つ
の
意
見
を
調
停

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、人
間
悟
性
が
作
動
す
る
た
め
に
人
間
悟
性
に
設
定
さ
れ
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
、

客
観
的
な
叡
知
的
世
界
の
諸
部
分
の
結
合
、
作
用
と
反
作
用
も
ま
た
整
え
ら
れ
て
い
る
、
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
た
と
え

ば
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
が
あ
ま
ね
く
連
結
し
た
表
象
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
表
象
が
か
か
わ
る
は
ず
の
物
も

ま
た
、
こ
の
法
則
に
合
致
し
て
お
り
、
同
じ
く
結
合
状
態
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

＊
。

　
　
　

＊　

ハ
ー
ト
リ
ー
〔D

avid H
artley

〕
の
『
人
間
の
観
察
』
の
註
解
者
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
充
足
根
拠
律
の
普
遍
的
な
妥
当

性
に
証
明
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
連
結
し
た
表
象
の
ほ
か
に
は
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
精
神

の
本
性
と
、こ
の
よ
う
な
観
点
に
お
い
て
物
の
客
観
的
な
本
性
と
わ
れ
わ
れ
の
思
考
力
の
本
性
と
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る
調
和
に
も
と
づ
く
、

心
理
学
的
な
証
明
で
あ
っ
た
。ハ
ー
ト
リ
ー『
人
間
の
観
察（Betrachtungen über den M

enschen

）』〔Rostock/Leipzig, 1772

〕第
一
部
、

六
二
頁
。

　

私
の
考
え
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
事
柄
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
以
下
の
三
つ
の
場
合
し
か
可
能
で
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は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〔
第
一
に
は
〕
悟
性
界
は
ま
っ
た
く
い
か
な
る
法
則
を
も
有
し
て
い
な
い
か
、〔
第
二
に
は
〕
悟

性
界
の
も
つ
法
則
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
、
感
性
界
の
法
則
と
は
ま
っ
た
く
符
合
し
な
い
よ
う
な
法
則
で
あ
る
か
、〔
第
三
に
は
〕

両
世
界
の
法
則
は
た
が
い
に
合
致
し
、
根
本
に
お
い
て
は
同
じ
も
の
で
あ
る
〔
、
と
い
う
三
つ
で
あ
る
〕。

　

第
一
の
場
合
に
か
ん
し
て
は
、
こ
こ
で
は
私
は
、
う
え
で
著
者
の
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
か
ら
引
用
し
た
、
悟
性
界
と

そ
の
法
則
に
つ
い
て
の
注
目
す
べ
き
言
明
を
利
用
し
よ
う
と
は
ま
っ
た
く
思
わ
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
以
下
の
こ
と
に
言
及
す
る
に

と
ど
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
存
在
す
る
い
っ
さ
い
の
も
の
は
、
そ
れ
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
も
、
あ
る
存
在
の
形
式
を
有
す
る
の
で
あ
り
、

【119

】
あ
る
特
定
の
仕
方
で
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
存
在
の
形
式
が
、〔
す
な
わ
ち
〕
悟
性
界
が
い

か
に
あ
る
か
と
い
う
こ
の
様
式
と
仕
方
が
、
悟
性
界
の
法
則
を
な
す
の
で
あ
る
。
悟
性
界
が
完
全
な
一
な
る
も
の
で
あ
り
、
必
然
的
な

物
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
こ
の
完
全
な
一
性
、
こ
の
無
制
約
的
な
必
然
性
が
、
そ
の
法
則
で
あ
る
。
し
か
し
悟
性
界
が
諸
部
分
か
ら
成

る
の
な
ら
ば
、
こ
の
諸
部
分
は
あ
る
特
定
の

0

0

0

0

0

し
か
た
で
共
在
的
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
共
在
の
様
式
が
そ
の
法
則
を
な

す
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
場
合
を
想
定
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
は
物
自
体

0

0

を
、
そ
の
本
性
に
反
し
て
、
物
自
体
の
法
則
と
は
相
争
う
よ
う
な
法

則
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
ま
っ
た
く
倒
錯
的
に
誤
っ
て
処
理
し
て
い
る
、
と
主
張
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、

い
た
る
と
こ
ろ
に
蔓
延
し
た
欺
瞞
だ
け
が
そ
の
帰
結
で
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
著
者
の
体
系
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
す
で

に
述
べ
た
非
難
、
す
な
わ
ち
著
者
の
体
系
に
し
た
が
え
ば
悟
性
界
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
滅
ぼ
さ
れ
た
も
同
然
に
な
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
非
難
は
、
完
全
に
承
認
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
に
は
第
三
の
場
合
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
立
場
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

と
い
う
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
世
界
の
法
則
に
こ
の
よ
う
に
調
和
を
前
提
し
て
こ
そ
、
両
側
面
の
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こ
の
よ
う
な
一
致
に
よ
っ
て
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
一
般
性
に
お
い
て
、〔
つ
ぎ
の
問
い
に
答
え
て
〕
説
明
し
う
る
の
で
あ
る
。〔
そ

の
問
い
と
は
、〕
な
ぜ
こ
の
自
然
の
法
則
─
─
こ
れ
は
同
時
に
ま
た
人
間
の
思
考
の
法
則
で
も
あ
る
─
─
は
、
こ
の
よ
う
に
同
時
に
人

間
の
思
考
の
法
則
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
必
然
的
な
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
現
わ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

〔
そ
し
て
〕
い
か
に
し
て
、
そ
し
て
な
ぜ
、
精
神
が
自
然
の
法
則
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
み
ず
か
ら
の
本
性
か
ら
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
、あ
る
い
は
〔
な
ぜ
精
神
は
〕
い
わ
ば
、こ
の
法
則
が
ど
の
経
験
に
も
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、総
合
に
よ
っ

て
あ
ら
か
じ
め
決
定
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
〔
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
〕。

　

し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
外
的
な
経
験
世
界
に
比
べ
て
、
精
神
の
作
動
に
お
け
る
精
神
の
本
性
と
歩
み
の
観
察
を
疎
か
に
し
て
、

熟
慮
の
対
象
に
す
る
こ
と
を
怠
る
よ
う
な
哲
学
者
た
ち
が
、
ど
う
し
て
、
こ
の
法
則
を
外
的
世
界
の
な
か
に
す
で
に
存
し
て
お
り
、
与

え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
、
著
者
の
比
類
な
く
鋭
敏
な
る
悟
性
概
念
の
演
繹
や
、
あ
る
い
は
、
こ
の
悟
性
概
念
や
純
粋
理
性
の
理
念
に
よ
っ
て
体
系

的
な
思
考
の
た
め
の
論
理
的
な
必
要
性
や
関
心
が
ど
の
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
関
す
る
〔
著
者
の
〕
明

快
な
論
述
は
、
そ
の
価
値
を
ま
っ
た
く
保
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
人
間
精
神
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
法

則
を
、
ま
た
客
観
的
な
悟
性
界
の
法
則
と
し
て
も
認
め
る
場
合
に
の
み
、
感
性
界
と
悟
性
界
と
の
真
の
結
合
が
樹
立
さ
れ
、
驚
嘆
に
あ

た
い
す
る
調
和
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
【120

】
こ
の
場
合
に
は
の
み
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
と
思
考
は
信
頼
で
き
る
確
実
な
基
盤
を
得
る
。
こ
の
基
盤
に
は
、
妄
想
や
夢
想
や

幻
視
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
、
真
正
な
る
感
覚
を
幻
想
か
ら
、
真
な
る
自
然
的
思
考
を
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
偽
な
る
哲
学
と
熱
狂
か

ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
本
来
の
唯
一
の
徴
表
を
な
す
の
で
あ
る
。

　

終
わ
り
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
急
が
な
く
て
よ
い
な
ら
私
は
、
感
覚
と
〔
精
神
を
〕
支
配
す
る
幻
想
と
の
区
別
に
つ
い
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て
、
さ
ら
に
い
く
ら
か
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
書
評
子
〔
ガ
ル
ヴ
ェ
〕
も
『
一

般
ド
イ
ツ
文
庫
』
の
第
三
七
～
五
二
巻
の
付
録
の
第
二
篇
〔
、
一
七
八
三
年
〕、
八
六
〇
頁
で
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

を
著
者
は
ま
っ
た
く
考
慮
し
な
か
っ
た
。

　
〔
だ
が
〕
以
下
の
点
だ
け
は
注
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、〔
感
覚
と
幻
想
と
い
う
〕
そ
の
二
つ
の
魂
の
状
態
を

適
切
に
確
か
に
区
別
す
る
た
め
の
配
慮
が
、
私
の
見
立
て
で
は
著
者
の
体
系
に
お
い
て
は
十
分
に
払
わ
れ
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
感

覚
の
な
か
の
ど
こ
に
も
、
な
に
も
実
在
的
な
も
の
が
根
底
に
な
く
、
な
に
も
客
観
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性

概
念
、
原
則
、
作
用
は
た
ん
に
現
象
に
か
か
わ
り
、
現
象
に
携
わ
る
だ
け
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
し
た
が
っ
て
い
っ
さ
い
が
た
ん
に

主
観
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
真
正
の
感
覚
を
幻
想
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
信
頼
で
き
る
性
格
を
示
す
こ
と
は
難
し
い
。

　

と
い
う
の
も
、
そ
の
場
合
に
は
感
覚
も
幻
想
も
た
ん
に
主
観
的
で
あ
り
、
客
観
的
な
も
の
に
は
関
与
せ
ず
、
客
観
的
な
も
の
と
な
に

も
共
通
点
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
う
ま
く
〔
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
て
〕
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。〔
す
な
わ
ち
、〕

こ
れ
ら
の
た
ん
に
主
観
的
な
表
象
の
う
ち
の
或
る
も
の
は
、
思
慮
が
あ
り
理
性
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
他
の
人
々
の
諸
表
象
と

た
ん
に
一
貫
し
て
合
致
し
て
お
り
、
彼
ら
に
真
で
真
正
な
も
の
だ
と
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
事
態
は
ど
こ

か
ら
成
立
す
る
の
か
。
と
り
わ
け
、
表
象
の
う
ち
の
或
る
も
の
は
、
生
活
と
人
間
社
会
の
実
際
の
要
求
や
必
要
や
仕
事
に
一
致
し
て
い

る
が
、
べ
つ
の
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
。〔
そ
し
て
〕
な
に
ゆ
え
に
、
あ
る
表
象
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
れ

ば
、
私
は
望
み
や
目
的
を
果
た
し
う
る
が
、〔
し
か
し
〕
私
が
み
ず
か
ら
の
幻
想
に
よ
っ
て
行
為
す
る
こ
と
を
許
せ
ば
、
た
と
え
私
が
そ

の
幻
想
の
現
実
性
を
ど
れ
ほ
ど
確
信
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
躓
き
、
愚
か
者
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
の
違
い
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
思
慮
が
あ
り
理
性
的
な
人
は
、
感
覚
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と
思
想
に
お
い
て
、
例
外
な
く
、
み
ず
か
ら
を
表
象
能
力
と
思
考
能
力
の
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

法
則
に
し
た
が
っ
て
導
い
て
い
る
。
幻
想
の
人
と

狂
気
の
夢
想
家
は
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
幻
想
と
幻
視
に
つ
い
て
は
、
た
だ
い
く
つ
か
の

0

0

0

0

0

法
則
に
の
み
し
た
が
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

こ
の
幻
想
や
幻
視
が
、
真
正
の
感
覚
や
真
な
る
自
然
的
な
思
想
と
か
ら
区
別
さ
れ
う
る
の
は
、【121

】
た
ん
に
、
幻
想
や
幻
視
は
、
真

の
感
覚
や
思
考
と
は
異
な
っ
て
、
理
性
的
な
思
考
の
全
部
の
原
則
と
規
則
に
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
い
く
つ
か
の
原
則
と
規
則
に
だ
け

一
致
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
だ
が
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
客
観
的
な
も
の
は
排
除
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
余
計
な
も
の
に
も
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他
方
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
も
反
論
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
幻
視
を
規
則
正
し
い
理
性
体

系
の
な
か
に
組
み
こ
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
幻
想
家
や
夢
想
家
が
じ
っ
さ
い
に
い
る
。〔
そ
の
体
系
の
な
か
で
は
、〕彼
ら
に
対
し
て
、

彼
ら
が
そ
の
妄
想
に
合
致
さ
せ
た
り
適
合
さ
せ
た
り
で
き
な
い
よ
う
な
悟
性
概
念
や
公
理
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
最

後
に
あ
り
え
そ
う
な
の
は
、
そ
も
そ
も
、（
そ
の
狂
気
が
あ
る
特
定
の
観
念
に
あ
る
よ
う
な
狂
気
の
人
の
経
験
が
教
え
る
よ
う
に
、）
悟

性
の
概
念
や
原
則
の
い
く
つ
か
を
そ
う
い
う
幻
想
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
を
ほ
か
の
す
べ
て
の
概
念
や

原
則
に
つ
い
て
も
達
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
私
に
は
、
以
下
の
こ
と
が
圧
倒
的
に
確
か
ら
し
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
正
の
感
覚
と
偽
り

の
感
覚
と
の
あ
い
だ
に
、
真
の
自
然
的
な
思
想
と
熱
狂
と
の
あ
い
だ
に
、
確
か
な
区
別
の
徴
表
を
見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
な
に
か

客
観
的
な
も
の
が
、
感
覚
と
思
想
の
根
底
に
存
す
る
と
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〕

＊
。

　
　
　

＊　

客
観
的
な
も
の
と
主
観
的
な
も
の
と
に
お
い
て
、〔
あ
る
い
は
〕
物
の
普
遍
的
な
本
性
と
人
間
の
精
神
の
本
性
と
に
お
い
て
、
同
一

の
法
則
と
、
調
和
的
な
運
行
が
成
立
し
て
い
る
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
以
下
の
こ
と
も
把
握
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
者

の
〔
客
観
的
な
自
然
の
〕
研
究
と
観
察
が
、
後
者
の
〔
主
観
的
な
精
神
の
〕
知
識
と
規
則
正
し
い
運
行
を
是
正
し
促
進
し
、〔
そ
し
て
逆
に
〕
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精
神
の
法
則
に
つ
い
て
の
正
確
な
知
識
と
そ
の
遵
守
が
、
自
然
一
般
の
知
識
と
観
察
を
容
易
に
し
是
正
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
言
で
い
え
ば
、

〔
自
然
と
精
神
の
〕
両
者
は
、
経
験
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
る
よ
う
に
、
相
互
に
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
〕。

　

さ
て
、〔
感
覚
に
か
ん
す
る
〕
こ
の
よ
う
な
論
点
は
、
こ
れ
ま
で
空
間
と
時
間
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
よ
う
な
し
か
た
で
の
み
考
え

ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
さ
ら
に
、〔
私
の
〕
空
間
と
時
間
の
論
述
に
と
も
な
う
、
あ
る
新
し
い
利
益
だ
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

理
念
、
と
り
わ
け
理
想
の
妥
当
性
に
つ
い
て

　

最
後
に
、
物
自
体

0

0

0

と
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
と
の
結
合
が
、
物
自
体
の
法
則
と
人
間
の
思
考
力
の
法
則
と
の
結
合
が
、
客
観
的
な
世
界
と

主
観
的
な
世
界
と
の
調
和
が
、【122

】
一
貫
し
て
ま
っ
た
く
完
全
な
も
の
に
な
る
の
は
、
た
だ
、
純
粋
理
性
の
理
念
の
根
底
に
も
同
様

に
真
な
る
客
観
が
存
し
て
お
り
、
理
念
に
対
応
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
心
理
学
的
な
理
念
や
宇
宙
論
的
な
理
念
に
つ
い
て
も
、
と
り
わ
け
ま
た
神
学
的
な
理
念
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
純

粋
理
性
の
理
想
に
つ
い
て
も
、
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
理
想
と
は
、
最
高
の
、
も
っ
と
も
完
全
な
理
性
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
理
性
と
い
う
こ
と

で
理
解
す
る
の
が
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
の
人
間
的
で
論
弁
的
な
理
性
に
類
似
し
て
お
り
、
ま
た
対
応
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
〔
、
そ
う
な
る
は
ず
で
あ
る
〕。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
中
心
主
義
を
、
そ
れ
ゆ
え
も
っ
と
も
わ

ず
か
な
人
間
中
心
主
義
を
も
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
も
か
く
、
純
粋
理
性
の
理
想
は
、
そ
の
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
真
な
る
現
実
的
な
対
象
と
し
て
妥
当
せ
ね
ば
な
ら
な
い
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こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
対
象
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
と
客
観
と
の
あ
い
だ
の
、
感
性
界
と
悟
性
界
と
の
あ
い
だ
の
、
か
の

完
全
な
る
驚
く
べ
き
調
和
が
考
え
ら
れ
、
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
と
き
真
理
が
（
人
倫
の
）
恩
寵
の
国
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
の
国
に
お
い
て
も
支
配
す
る
も
の
と
な
り
、
真
理
の

関
心
に
は
ま
さ
に
正
義
が
応
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
─
─
こ
の
正
義
を
著
者
は
た
だ
人
倫
の
関
心
に
対
し
て
だ
け
認
め
て
い
る
の
だ
が
─

─
。
こ
う
し
て
、〔
著
者
の
〕
人
倫
的
な
理
念
と
原
則
に
対
す
る
依
怙
贔
屓
の
偏
愛
や
、
た
ん
な
る
認
識
理
念
や
原
則
へ
の
い
わ
れ
の

な
い
冷
遇
は
、
も
は
や
成
り
立
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
擁
護
、
ほ
か

　

こ
こ
で
私
は
、カ
ン
ト
の
体
系
に
つ
い
て
の
、す
で
に
あ
ま
り
に
も
広
範
に
わ
た
っ
た
省
察
を
締
め
く
く
ろ
う
。〔
カ
ン
ト
の
体
系
の
〕

制
限
や
変
更
あ
る
い
は
是
正
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
い
論
究
に
首
を
突
っ
込
む
の
は
や
め
る
。
そ
れ
に
は
、
経
験
の
領
野
の
外
で
の
悟

性
の
使
用
あ
る
い
は
む
し
ろ
不
使
用
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
基
本
命
題
〔
へ
の
論
究
〕
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
私
は
、
著
者
の
論
難
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
有
名
な
原
則
を
擁
護
す
る
よ
う
な
こ
と
は
〔
も
う
〕
な
に
も
言
わ
な
い
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
原
則
は
正
当
化
さ
れ
う
る
と
私
は
信
じ
て
い
る
し
、
こ
こ
ま
で
の
〔
私
の
〕
異
義
に
よ
っ
て
─
─
こ
こ
ま
で
の
と
こ

ろ
、
こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
原
則
は
ま
っ
た
く
無
根
拠
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
─
─
、
す
で
に
そ
の
擁
護
の
た
め
の
い
く
ら
か

の
材
料
と
示
唆
は
与
え
ら
れ
た
と
思
う
。

こ
れ
か
ら
の
批
判
哲
学
の
研
究
の
た
め
に

　

思
弁
的
な
研
究
の
た
ん
な
る
愛
好
者
で
あ
る
書
評
子
が
、
わ
れ
わ
れ
の
思
弁
的
な
思
索
者
の
な
か
の
第
一
人
者
に
対
し
て
、
そ
の
長
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年
の
熟
考
の
成
果
で
あ
る
体
系
に
か
ん
し
て
、
誤
謬
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
い
う
の
は
、
大
胆
不
敵
〔
な
企
て
〕
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
〔
こ
の
企
て
が
〕、
カ
ン
ト
氏
に
と
っ
て
、
そ
の
体
系
に
お
け
る
本
当
の
、
あ
る
い
は
た
ん

に
空
想
の
難
点
や
障
害
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
し
く
解
明
し
た
り
、
取
り
の
ぞ
い
た
り
す
る
た
め
の
切
っ
掛
け
と
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
あ

る
い
は
、【123
】
カ
ン
ト
の
体
系
を
よ
り
熟
練
し
て
、
鋭
敏
に
検
査
し
う
る
よ
う
な
人
〔
に
そ
の
関
心
〕
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き

さ
え
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
、
カ
ン
ト
氏
が
独
自
の
方
法
で
取
り
扱
っ
た
、
思
索
者
に
と
っ
て
は
か
く
も
き
わ
め
て
重
要
な
る

諸
対
象
を
、
そ
れ
ら
が
埋
葬
さ
れ
た
状
態
の
ま
ま
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
死
の
静
寂
か
ら
掘
り
お
こ
し
、〔
今
後
の
〕
研
究
へ
と
ひ
ら

く
〔
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
〕
機
会
と
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
た
ま
た
ま
の
検
査
の
試
み
を
あ
え
て
〔
私
が
〕
お
こ
な
っ

た
こ
と
も
、
す
で
に
無
駄
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
た
と
え
私
が
『
批
判
』
と
そ
の
体
系
に
反
対
し
て
論
述
し
た
こ
と
の
う
ち
、
逆
か
ら
の
再
検
査
で
維
持
で
き
る
も
の
は
な

に
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
私
は
み
ず
か
ら
の
仕
事
を
後
悔
す
る
だ
ろ
う
と
は
や
は
り
思
わ
な
い
。
こ
の
仕
事
に
よ
っ

て
私
に
は
、
重
要
で
興
味
ぶ
か
い
論
点
に
つ
い
て
教
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
私
に
は
い
つ
も
、「
偉
大
ナ
ル
事
柄
ニ
オ
イ
テ
ハ
欲
シ
タ
ト
イ
フ
コ
ト
デ
十
分
デ
ア
ル
（in m

agnis voluisse 
sat est

）」
と
い
う
言
い
訳
が
の
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
こ
の
真
理
の
愛
好
者
に
し
て
深
く
思
考
す
る
哲
学
者
に
、
私
の
疑
い
に
答

え
て
教
え
て
も
ら
う
こ
と
を
私
は
期
待
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
不
完
全
に
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
傑
作

を
判
定
し
よ
う
と
す
る
ど
ん
な
試
み
も
、
沈
黙
の
無
関
心
よ
り
も
（
そ
し
て
、
驚
嘆
し
た
調
子
の
、
全
面
的
な
、
し
か
し
無
批
判
的
な

賛
同
よ
り
さ
え
も
）、
つ
ね
に
よ
り
好
ま
し
く
、
歓
迎
し
う
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
こ
の
著
作
は
、
こ
れ
を
検
査
す
べ
き
で
あ
っ

た
し
、
そ
う
す
る
こ
と
も
で
き
た
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
こ
の
沈
黙
の
無
関
心
と
と
も
に
受
容
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 
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解　

題

　

以
上
に
訳
出
し
た
の
は
、
本
誌
第
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
拙
訳
「
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
「
シ
ュ
ル
ツ
ェ
著
『
カ
ン
ト
『
純

粋
理
性
批
判
』
解
説
』
書
評
」（
上
）」
に
つ
づ
く
後
半
で
あ
る
。
人
物
紹
介
や
書
誌
的
情
報
に
つ
い
て
は
、（
上
）
の
解
題
を
ご
参
照

い
た
だ
き
た
い
。
な
お
以
下
で
（ 

）
の
な
か
の
数
字
は
、
訳
文
中
に
【 

】
で
示
し
た
『
一
般
ド
イ
ツ
文
庫
』
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
て

い
る
。

　

サ
ッ
セ
ン
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
以
降
の
カ
ン
ト
受
容
と
批
判
の
流
れ
を
大
き
く
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
影
響
下
に
あ
る
通
俗
哲

学
者
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
＝
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
を
継
承
す
る
守
旧
派
、
新
し
い
哲
学
へ
と
躍
動
す
る
ド
イ
ツ
観
念
論
者
の
三
つ
に
分
け
て
、

ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
を
最
初
の
通
俗
哲
学
者
の
枠
に
入
れ
て
い
る
（Sassen (ed.), K

antʼs E
arly Critics, p. 2

）。
こ
の
見
取
り
図
は
お

お
い
に
有
用
な
も
の
だ
が
、
し
か
し
ゲ
ザ
ン
ク
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
ハ
ー
マ
ン
、
ヤ
コ
ー
ビ
、
ヘ
ル
ダ
ー
な
ど
、
こ
の
三
つ
の
大

枠
に
は
収
め
に
く
い
、
独
立
し
た
個
性
的
な
哲
学
者
も
い
て
、
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
も
そ
の
一
人
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（Gesang (ed.), 

K
ants vergessener R

ezensent, p. IX

）。

　

ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
カ
ン
ト
書
評
は
多
岐
に
わ
た
り
、
カ
ン
ト
の
主
要
著
作
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
。
だ
が
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
そ
の

ひ
と
が
言
及
し
て
応
答
を
試
み
、
そ
れ
ゆ
え
今
日
で
も
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
な
ど
の
倫

理
学
書
へ
の
書
評
に
限
ら
れ
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
や
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
へ
の
書
評
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
さ

れ
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
へ
の
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
書
評
に
目
を
通
す
と
、
今
日
で
は
ヤ
コ
ー

ビ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
っ
た
大
物
の
名
前
に
結
び
つ
け
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
カ
ン
ト
批
判
の
論
点
が
、
す
で
に
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
な
か
に
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見
出
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
今
日
ま
で
つ
づ
く
カ
ン
ト
哲
学
を
め
ぐ
る
解
釈
上
の
戦
い
の
火
種
の
い
く
つ
か
は
、
こ
の

忘
れ
ら
れ
た
書
評
者
、
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
が
仕
込
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
広
範
に
わ
た
る
論
点
を
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
、
以
下
で
は
こ
こ
に
訳
出
し
た
「
シ
ュ
ル
ツ
ェ
著
『
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
解
説
』
書
評
」
に
現
わ
れ
る
論
点
に

限
っ
て
、
そ
こ
か
ら
い
く
つ
か
を
拾
い
あ
げ
て
、
解
題
に
代
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
は
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
い
う
「
仮
象
と
真
理
に
つ
い
て
の
理
論
」（93

）
か
ら
見
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
腹

立
た
し
い
こ
と
に
、ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
「
仮
象
（Schein

）」
と
「
現
象
（Erscheinung

）」
と
を
用
語
的
に
は
ほ
と
ん
ど
区
別
せ
ず
に
、

「
現
わ
れ
」
と
い
う
程
度
の
意
味
で
つ
か
う
。
と
も
あ
れ
、「
現
わ
れ
」
が
あ
る
な
ら
ば
、
何
が
、
何
に
対
し
て
現
わ
れ
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
ま
ず
、「
何
に
対
し
て
」
と
い
う
現
わ
れ
先
を
問
う
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』

の
演
繹
論
や
誤
謬
推
理
論
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
実
体
的
霊
魂
に
か
え
て
、
超
越
論
的
な
論
理
的
主
観
性
を
打
ち
だ
し
た
。
し
か
し
ピ

ス
ト
リ
ウ
ス
に
い
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
「
た
ん
に
論
理
的
な
、
す
な
わ
ち
仮
象
的
な
主
観
」（94

）
に
よ
っ
て
は
、
仮
象
は
仮
象

に
対
し
て
現
わ
れ
、
仮
象
か
ら
仮
象
へ
と
遡
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
仮
象
の
「
無
限
ヘ
ノ
背
進
」（95

）
に
陥
っ
て
し
ま
い
、
け
っ
き
ょ

く
仮
象
は
な
に
に
対
し
て
も
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
仮
象
の
無
限
連
鎖
に
呑
み

こ
ま
れ
な
い
た
め
に
は
、
現
実
的
に
存
在
す
る
魂
を
想
定
す
る
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
誤
謬
推
理
論
に
お
け
る
批
判
主
義
的
な
制

約
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、「
何
が
」
と
い
う
現
わ
れ
る
物
に
つ
い
て
は
、
現
わ
れ
が
現
わ
れ
る
と
い
う
な
ら
、
や
は
り
仮
象
の
無
限
連
鎖
へ
と
陥
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
し
か
に
カ
ン
ト
も
ま
た
、
現
象
が
あ
れ
ば
現
象
す
る
物
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
、
ピ
ス
ト
リ
ウ
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ス
が
引
く
よ
う
に
（98

）、
現
象
は
物
自
体
を
指
示
す
る
と
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
も
明
言
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う

に
現
象
か
ら
物
自
体
へ
と
「
関
係
」
づ
け
て
、
感
性
界
か
ら
悟
性
界
へ
と
交
通
路
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
物
自
体
の
不
可

知
性
と
い
う
批
判
哲
学
の
決
ま
り
文
句
に
反
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
物
自
体
に
つ
い
て
た
し
か
に
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

う
し
て
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
分
析
に
し
た
が
え
ば
、
カ
ン
ト
は
現
わ
れ
る
物
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
あ
や
ふ
や
な
二
枚
舌
を
つ
か
う
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
物
そ
れ
自
体
の
現
存
在
は
、
あ
る
と
き
に
は
た
ん
に
蓋
然
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
と
き

は
確
実
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。
蓋
然
的
だ
と
い
う
の
は
、や
は
り
わ
れ
わ
れ
は
物
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
な
に
も
知
ら
ず
、

な
に
も
認
識
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
確
実
だ
と
い
う
の
は
、
だ
が
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
根
底
に
は
物
そ
れ
自
体
が
存
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
象
は
物
そ
れ
自
体
を
告

げ
知
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
」（107 f.
）。

　

こ
の
よ
う
に
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
、
現
わ
れ
の
「
何
が
」
と
「
何
に
対
し
て
」
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
の
採
り
う
る
選
択
肢
を
挙
げ
つ

つ
、
そ
れ
ら
を
各
個
撃
破
し
て
ゆ
く
。
物
自
体
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
問
題
圏
に
つ
い
て
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
に
よ
る
論
難
が
あ
ま
り
に

も
有
名
で
あ
る
が
（Friedrich H

einrich Jacobi, D
avid H

um
e über den G

lauben oder Idealism
us und R

ealism
us. E

in 
G

espräch, Breslau, 1787, pp. 222 f. [in W
erke, vol. II, Leibzig, 1815, pp. 303 f.]

）、
そ
の
骨
子
は
す
で
に
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の

書
評
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
れ
と
関
連
し
て
、
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
に
よ
る
カ
ン
ト
の
空
間
・
時
間
論
の
批
判
も
際
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
空
間

と
時
間
か
ら
超
越
論
的
実
在
性
を
剥
奪
し
て
、
空
間
と
時
間
は
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
直
観
の
形
式
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
超
越
論

的
観
念
性
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
、
空
間
・
時
間
は
主
客
両
方
に
ま
た
が
っ
て
、
両
者
を
媒
介
す
る
よ
う
な
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「
混
合
的
な
本
性
」（100

）
を
も
つ
と
い
う
「
中
間
仮
説
」
を
提
案
す
る
。
空
間
・
時
間
が
ア
プ
リ
オ
リ
で
主
観
的
で
あ
る
の
は
、
そ

れ
が
人
間
の
認
識
能
力
の
制
限
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
客
観
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
物
自
体
の
多
数
性
と
変
化
を
反
映

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
空
間
と
時
間
の
概
念
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、
物
そ
れ
自
体
が
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
対
し
て
も
つ
関
係
─

─
こ
の
関
係
は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
質
的
な
制
限
に
よ
っ
て
必
然
的
な
も
の
に
な
る
─
─
で
あ
っ
て
、〔
そ
れ
ぞ
れ
〕空
間
の
概
念
は
、

客
観
そ
の
も
の
に
せ
よ
そ
の
変
様
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
変
化
を
考
慮
し
な
い
多
数
性
を
、
時
間
の
概
念
は
、
そ
れ
ら
の
変
化
を
考
慮
し

た
う
え
で
の
ま
さ
に
そ
の
多
数
性
を
表
現
し
て
い
る
」（104

）。

　

こ
の
よ
う
に
空
間
と
時
間
が
主
観
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
同
時
に
客
観
的
な
法
則
で
も
あ
る
と
い
う
解
釈
の
選
択

肢
は
、
カ
ン
ト
研
究
史
に
お
い
て
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
の
ち
に
ト
レ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
が
広
め
た
も
の
で
あ
り
（cf. H

ans 
V

aihinger, Com
m

entar zu K
ants K

ritik der reinen V
ernunft, Stuttgart et al.: U

nion D
etsche V

erlagsgesellschaft, 
2 ed., 1922, vol. II, pp. 134–151.

）、
今
日
で
も neglected alternative argum

ent 

と
呼
ば
れ
て
、
主
と
し
て
英
米
圏
の
超
越
論

的
感
性
論
の
解
釈
を
賑
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
物
自
体
や
空
間
・
時
間
の
難
点
は
、
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
い
わ
ゆ
る
二
性

格
説
に
よ
る
解
決
に
お
い
て
凝
縮
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
叡
知
者
が
そ
の
叡
知
的
性
格
に
お
い
て
自
由
に
行
為
を
始
め
る
と
い
え
る
た

め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
原
因
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
未
知
で
あ
る
は
ず
の
叡
知
者
に
対
し
て
超
越
論
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
「
批
判
的
規
則
」（110
）
に
違
反
し
て
い
る
。
し
か
も
、
行
為
の
「
始
ま
り
」
と
い
う

の
は
時
間
的
な
概
念
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
だ
が
自
由
は
悟
性
界
に
属
す
る
も
の
だ
か
ら
、「
す
べ
て
の
時
間
と
時
間
規
定
を

排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（110

）。
と
こ
ろ
が
そ
の
始
め
ら
れ
た
行
為
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
現
象
の
な
か
で
時
間
的
に
現
わ
れ
て
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く
る
の
で
、
経
験
的
性
格
に
お
い
て
は
物
理
法
則
に
拘
束
さ
れ
た
必
然
的
な
も
の
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
人
の
人
間
は
、

不
可
知
の
彼
岸
に
し
か
な
い
自
由
と
、
必
然
的
な
時
間
的
現
象
と
に
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
人
間
が
二
つ
の
異
な
っ

た
観
点
に
お
い
て
同
時
に
自
由
で
あ
り
必
然
的
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
理
解
し
が
た
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
論
難
は
お
そ
ら
く
現
代
で
も
、
カ
ン
ト
の
自
由
論
に
不
信
感
を
も
つ
人
に
も
、
そ
の
整
合
的
な
解
釈
に
心
を
砕
い
て
い

る
人
に
も
、
多
く
の
共
感
を
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
二
性
格
説
的
な
解
決
は
、
も

ち
ろ
ん
カ
ン
ト
の
当
時
か
ら
非
難
の
的
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
そ
の
ア
イ
デ
ア
は
た
と
え
ば
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
非
法
則
論
的
一
元

論
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
、
や
は
り
論
争
の
的
に
な
っ
て
い
る
。
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
こ
の
論
争
史
の
な
か
で
、
公
然
と
カ
ン
ト
の
所
説

の
ア
ポ
リ
ア
を
暴
き
た
て
た
最
初
期
の
ひ
と
り
に
数
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
、
カ
ン
ト
の
体
系
の
難
点
を
暴
い
て
い
っ
た
あ
げ
く
、
つ
い
に
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
観
念
論
」（113

）

と
そ
の
予
定
調
和
の
体
系
に
軍
配
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
観
念
論
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
感
官
は
「
濁
っ
て
荒

く
研
が
れ
た
レ
ン
ズ
」（115

）
の
よ
う
な
も
の
で
、
叡
知
界
を
混
乱
し
た
状
態
で
映
し
だ
し
て
い
る
。
空
間
と
時
間
は
、
そ
の
よ
う
な

わ
れ
わ
れ
の
制
限
さ
れ
た
表
象
能
力
と
叡
知
的
な
物
自
体
と
を
繋
ぐ
「
唯
一
の
媒
介
」（114

）
と
い
う
役
割
を
は
た
す
。
そ
し
て
、
こ

の
濁
っ
た
レ
ン
ズ
や
空
間
・
時
間
の
媒
介
が
う
ま
く
機
能
し
う
る
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
感
性
界
と
叡
知
界
を
包
括
す
る
全
体
の
予
定

調
和
に
立
脚
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
同
様
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
も
、「〔
感
性
界
の
関
係
概
念
は
〕
叡
知
的
世
界
の
あ
ら
ゆ

る
諸
部
分
の
普
遍
的
な
調
和
の
な
か
に
根
拠
を
も
っ
て
よ
い
」（117
）。
そ
し
て
、
理
念
や
理
想
も
ま
た
同
様
に
「
完
全
な
る
驚
く
べ

き
調
和
」（122

）
の
な
か
で
機
能
し
て
、
つ
い
に
は
自
然
の
国
と
恩
寵
の
国
は
調
和
的
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
神
仕
掛
け
（deus ex m

achina

）
の
予
定
調
和
を
前
提
し
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
批
判
哲
学
の
批
判
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哲
学
た
る
所
以
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
所
説
を
カ
ン
ト
が
た
だ
ち
に
受
け
い
れ
る
は
ず
が
な
い
。
だ
が
、
予
定

調
和
に
と
っ
て
か
わ
る
べ
く
、
カ
ン
ト
が
苦
心
の
す
え
に
辿
り
つ
い
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
論
に
対

し
て
、
そ
れ
は
ひ
そ
か
に
予
定
調
和
に
訴
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
、
ま
さ
に
こ
の
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
書
評
が
と
り
あ
げ

た
『
解
説
』
の
著
者
で
あ
る
シ
ュ
ル
ツ
ェ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（Johann Schultz (anon.), 

Rezension der Institutiones logicae et m
etaphysicae (Jena, 1785) von J. A

. H
. U

lrich, in A
llgem

eine Literatur-
Zeitung, 13. D

ez. 1785, vol. IV
, p. 299.　

な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
本
道
雄
「
演
繹
論
と
予
定
調
和
説
─
─
表
象
と
対
象
と

の
「
必
然
的
一
致
」」（『
カ
ン
ト
と
そ
の
時
代
─
─
ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
の
一
潮
流
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
）
に
詳
し
い
）。

予
定
調
和
と
い
う
神
の
配
慮
を
ま
っ
た
く
前
提
せ
ず
に
、
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
人
間
は
み
ず
か
ら
の
認
識
の
客
観
的
妥
当
性
を
保
証
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
も
ま
た
、
こ
の
問
い
の
刃
を
カ
ン
ト
に
向
け
て
突
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。

【
城
戸　

淳
】




