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フ
ィ
ヒ
テ
宛
て
公
開
書
簡

一
七
九
九
年
三
月
三
〜
二
一
日

【GA
III-3.224

】

【
刊
行
版
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
前
書
き
（V

orbericht

）」】

　

以
下
の
書
簡
を
私
は
、
直
接
的
に
そ
し
て
ひ
と
え
に
こ
の
書
簡
が
宛
て
ら
れ
た
人
と
、
哲
学
的
に
対
決
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
、
そ

の
人
が
私
を
理
解
し
て
、
誤
解
す
る
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
満
足
だ
、
と
い
う
こ
と
で
書
い
た
。
し
か
し
、
書
簡
が
公
け
に
出
版
さ
れ
る

べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
ま
っ
た
く
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
り
わ
け
、
書
簡
が
信
頼
で
き
な
い
版
と
か
粗

略
な
模
写
と
か
で
広
ま
る
よ
り
も
、
信
頼
で
き
る
出
版
物
と
し
て
広
ま
る
方
が
よ
り
良
い
と
思
う
の
で
、
今
回
、
そ
の
人
の
同
意
を
得

て
一
般
的
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
書
簡
を
公
表
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、誰
も
そ
れ
を
読
む
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
の
で
、私
は
自
由
意
志
を
も
っ

た
読
者
の
公
平
さ
に
期
待
す
る
。
す
な
わ
ち
、
読
者
諸
賢
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
書
簡
の
あ
る
が
ま
ま
で
満
足
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
私

が
意
図
的
に
と
り
わ
け
公
衆
に
対
し
て
初
め
か
ら
構
想
し
て
お
い
た
の
に
と
か
、
少
な
く
と
も
今
や
、
出
版
の
前
に
な
っ
て
幾
分
よ
り

良
い
も
の
に
改
訂
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、な
ど
と
い
う
要
求
を
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
―
―
そ
う
し
た
改
訂
を
施
し
た
な
ら
、

新
た
な
全
く
別
の
作
品
が
成
立
し
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
に
残
さ
れ
た
の
は
、

若
干
の
程
度
の
註
と
付
録
に
よ
っ
て
手
助
け
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
行
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
著
作
の
出
版
に
あ
た
っ
て
私
を
極
め
て
不
安
に
し
て
い
る
の
は
、
差
し
当
た
り
は
こ
の
著
作
に
も
名
前
の
出
て
く
る
、
我
々
の

偉
大
な
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
人
や
、
そ
の
道
徳
哲
学
や
神
学
に
つ
い
て
の
配
慮
を
欠
い
て
は
い
る
も
の
の
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
検
討
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さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
判
断
で
あ
る
。
こ
の
判
断
を
よ
り
詳
細
に
規
定
し
、そ
れ
を
詳
し
く
正
当
化
す
る
こ
と
は
、

別
の
著
作
に
譲
る
が
、
こ
う
し
た
著
作
を
私
は
、
で
き
る
だ
け
す
ぐ
に
出
版
し
た
く
、
今
は
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
気
持
ち
で
あ

る
。
私
に
と
っ
て
痛
手
と
な
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
と
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
も
の
、
た
と
え
ば
私
が
カ
ン
ト
を
、
超
越
論
的
哲
学
に

関
し
て
、
た
だ
フ
ィ
ヒ
テ
の
先
行
者
（V

orläufer

）
と
し
か
呼
ん
で
い
な
い
箇
所
を
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
そ
の
箇
所
の
位
置

付
け
や
調
子
や
脈
絡
が
相
互
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
と
は
別
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
り
、
解
釈
さ
れ
た
り
す
る
時
で
あ
る
。
目
下
の

場
合
、
先
行
者
は
し
ば
し
ば
よ
り
重
要
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
ま
る
で
高
貴
な
人
の
よ
う
に
、
美
し
く
印
象

的
に
説
明
し
て
い
た
し
、
そ
し
て
、
謹
み
深
さ
を
、
少
な
す
ぎ
る
と
い
う
よ
り
は
余
り
に
多
く
示
し
て
い
た（*

）。【225

】
し
か
し
私

に
は
、
こ
の
問
題
は
な
お
別
の
光
で
叙
述
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
は
、
無
知
（N

ichtw
issen

）
の
意
識
を
人
間
に
お
け

る
最
高
の
も
の
だ
と
見
な
し
て
、
こ
の
意
識
の
場
所
を
、
学
問
に
と
っ
て
近
寄
り
難
い
真
な
る
も
の
の
場
所
だ
と
見
な
す
か
ら
こ
そ
、

私
に
は
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
、
彼
が
こ
の
場
所
の
権
威
よ
り
も
む
し
ろ
体
系
に
背
こ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
好
ま
し
い
こ
と
に

違
い
な
い
の
で
あ
る
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
権
威
に
対
し
て
背
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
こ
の
場
所
を
、
学
の
領

域
へ
と
限
局
し
、
い
わ
ば
最
高
の
立
場
・
真
理
そ
の
も
の
の
立
場
た
る
思
弁
の
立
場
か
ら
学
の
領
域
へ
と
貶
め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
行
な
わ
な
か
っ
た
訳
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
な
ら
言
う
で
あ
ろ
う
が
、
首
尾
一
貫
せ
ず
、
中
途
半

端
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
―
―
私
は
そ
れ
を
認
め
よ
う
、こ
う
し
た
所
見
は
既
に
一
二
年
前
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、フ
ィ

ヒ
テ
も
首
尾
一
貫
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
？　

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
を
無
神
論
だ
と
咎
め
た
ら
不
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
超
越
論

的
哲
学
そ
の
も
の
は
、
幾
何
学
や
算
数
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
無
神
論
的
で
あ
り
得
な
い
。
た
だ
、
超
越
論
的
哲
学
は
、
ま
っ
た
く

同
じ
理
由
か
ら
、
端
的
に
有
神
論
的
で
も
あ
り
得
な
い
。
超
越
論
的
哲
学
が
有
神
論
的
で
あ
ろ
う
と
し
、
し
か
も
も
っ
ぱ
ら
有
神
論
的

で
あ
ろ
う
と
し
た
な
ら
、
無
神
論
と
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
外
観
を
呈
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
超
越
論
的
哲
学
は
、
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神
で
さ
え
も
、
そ
れ
自
体
で
現
存
し
な
い
も
の
（das an sich N

icht D
aseyn

）
の
所
業
を
瞥
見
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
と
え
に
哲

学
的
に
妥
当
し
、
お
よ
そ
実
在
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
一
体
ど
う
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
あ
た
か
も
超
越

論
的
哲
学
が
有
神
論
で
あ
ろ
う
と
し
、
ま
た
有
神
論
で
あ
り
得
た
か
の
よ
う
な
評
判
を
、
超
越
論
的
哲
学
に
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

ど
う
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
あ
た
か
も
超
越
論
的
哲
学
に
よ
っ
て
新
た
な
唯
一
の
有
神
論
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
有
神
論
に
よ
っ
て
自
然

的
な
理
性
か
ら
、
徹
底
的
に
不
純
な
も
の
と
し
て
古
い
有
神
論
が
駆
逐
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
外
観
か
ら
、
自
ら
を
入
念

に
守
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

そ
れ
を
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ま
っ
た
く
必
要
も
な
し
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
ら
と
そ
の
哲
学

を
、
悪
評
に
さ
ら
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
が
神
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
超
越
論
的
哲
学
に
何
の
非
難
も
も
た

ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
神
が
知
ら
れ
得
ず
、
た
だ
信
じ
ら
れ
得
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
普
遍
的
に
承
認

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
知
ら
れ
得
る
よ
う
な
神
な
ら
神
で
な
い
だ
ろ
う
。
神
に
対
す
る
た
だ
作
為
的
な
信
仰
は
、
し
か
し
、
不
可

能
な
信
仰
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
信
仰
は
、
単
に
作
為
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
あ
る
い
は
単
に
学
問
的
で
あ
ろ
う
と

す
る
限
り
、
あ
る
い
は
純
粋
に
理
性
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
自
然
的
な
信
仰
を
、
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
自
己
自
身
を
、
信
仰
と

し
て
は
廃
棄
す
る
か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
、
有
神
論
全
体
を
廃
棄
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
宛
て
公

開
書
簡
』
を
指
示
し
て
お
こ
う（**

）。

　
　
（*

）『
知
識
学
の
概
念
に
つ
い
て
』
の
著
作
の
序
文
Ｖ
頁
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
著
者
は
今
ま
で
衷
心
か

ら
次
の
よ
う
に
確
信
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
人
間
悟
性
も
、
カ
ン
ト
が
と
く
に
、
そ
の
判
断
力
批
判
で
認
め
て

い
た
限
界
以
上
に
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
限
界
を
、
我
々
に
決
し
て
規
定
し
な
か
っ
た
し
、
有
限

な
知
の
究
極
の
限
界
と
し
て
言
及
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
、
と
。
著
者
は
、
既
に
カ
ン
ト
が
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ
よ
、

判
明
に
せ
よ
、
曖
昧
に
せ
よ
、
指
示
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
決
し
て
何
か
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。
カ
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ン
ト
は
、
自
ら
は
し
ば
し
ば
よ
り
高
次
の
霊
感
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
か
の
よ
う
に
、
哲
学
す
る
判
断
力
を
発
見
し
た
立
場
か

ら
、
こ
の
判
断
力
を
、
哲
学
の
究
極
目
標
に
対
し
て
力
強
く
押
し
立
て
た
の
が
カ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
の
カ
ン
ト
の
天
分
を
究

明
す
る
こ
と
を
、
著
者
は
次
世
代
の
人
に
委
ね
る
。
―
―
同
じ
よ
う
に
著
者
は
、
衷
心
か
ら
次
の
よ
う
に
確
信
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
天
才
的
な
精
神
の
後
に
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
体
系
的
な
精
神
に
よ
る
贈
り
物
に
勝
る
高
次
の
贈
り
物

は
、
哲
学
に
な
さ
れ
得
な
か
っ
た
と
。
…
…
…
著
者
は
、
幸
運
な
偶
然
に
よ
っ
て
、
卓
越
し
た
研
究
者
の
後
に
仕
事
に
迎
え

ら
れ
る
こ
と
を
個
人
的
な
功
績
だ
と
は
本
当
に
考
え
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
い
わ
ば
こ
う
し
た
場
合
に
生
じ
得
た
功
績
は

す
べ
て
、〈
幸
運
な
発
見
（Glück des Findens

） 

〉
で
は
な
く
し
て
〈
真
面
目
な
研
究
（Redlichkeit des Suchens

） 

〉

に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
真
面
目
な
研
究
と
い
う
も
の
に
基
づ
い
て
各
人
は
そ
れ

ぞ
れ
ひ
と
え
に
自
己
自
身
を
律
し
、
報
わ
れ
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
」。

　
　
（**

）『
ラ
ヴ
ァ
ー
タ
ー
と
フ
ィ
ヒ
テ
に
宛
て
た
神
へ
の
信
仰
に
つ
い
て
の
公
開
書
簡
』（H

am
burg bey Perthes. 1799

） 

を
参

照
。

　

真
理
の
ゆ
え
に
自
己
自
身
を
、
そ
し
て
す
べ
て
を
勇
敢
に
も
否
定
す
る
人
で
あ
る
純
粋
＝
死
霊
（der R

ein

＝H
olde

）
た
る
ラ
イ

ン
ホ
ル
ト
に
つ
い
て
私
は
、
私
が
こ
の
著
作
の
た
め
に
あ
れ
や
こ
れ
や
と
論
難
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
な
ら
、
こ
こ
で
も
予
め
既
に
指

示
し
て
お
こ
う
。
親
愛
な
る
友
人
に
し
て
兄
弟
よ
、
君
は
迫
り
く
る
災
厄
か
ら
身
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
よ
り
年
長
の
協
力

者
を
論
争
の
ご
っ
た
が
え
し
か
ら
君
の
双
肩
に
担
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。か
つ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
年
下
の
も
の
を
そ
う
し
た
よ
う
に
。

私
は
こ
の
度
、【226

】
―
―
「
君
が
責
任
を
問
わ
れ
た
ら
、
君
が
危
険
に
陥
っ
た
ら
、
私
は
す
る
べ
き
だ
、
私
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
」
と
い
う
君
の
励
ま
し
が
な
か
っ
た
な
ら
、
君
が
繰
り
返
し
説
得
し
て
く
れ
な
か
っ
た
な
ら
、
私
は
あ
え
て
主
張
し
て
い
た

だ
ろ
う
か
？　

君
が
い
か
に
耐
え
抜
い
た
か
を
、
こ
れ
か
ら
見
て
行
こ
う
！　

こ
の
瞬
間
か
ら
こ
の
著
作
は
、
も
は
や
私
の
も
の
、
所
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有
物
で
は
な
く
、
君
の
も
の
な
の
だ
。

Ｆ
・
Ｈ
・
ヤ
コ
ー
ビ

【224

】

オ
イ
テ
ィ
ー
ン
、
一
七
九
九
年
三
月
三
日

　

尊
敬
に
値
す
る
我
が
友
よ
、
あ
な
た
に
宛
て
て
手
紙
を
書
こ
う
と
、
心
晴
れ
や
か
な
日
が
訪
れ
る
の
を
、
も
ど
か
し
く
無
益
に
も

待
ち
焦
が
れ
て
、
既
に
今
日
で
（
１
） 

六
週
目
に
な
り
ま
す
。
今
日
は
、
こ
れ
ま
で
手
紙
を
書
い
た
誰
に
も
ま
し
て
、
あ
な
た
に
手
紙

を
書
く
こ
と
が
待
て
な
く
な
っ
た
の
で
、【225
】
手
紙
を
書
き
了
え
て
し
ま
う
ま
で
は
ペ
ン
を
置
く
ま
い
と
い
う
確
固
た
る
意
図
を

も
っ
て
ペ
ン
を
執
り
ま
し
た
。
私
が
絶
望
の
中
か
ら
把
握
し
た
、
あ
な
た
に
書
簡
を
差
し
上
げ
る
と
い
う
意
図
で
も
っ
て
何
を
企
て
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
、
私
自
身
で
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
企
て
は
ま
す
ま
す
、【226

】
私
の
非
哲
学

（U
nphilosophie

）
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
非
哲
学
と
い
う
の
は
、
そ
の
本
質
を
、
無
知
（N

icht

＝W
issen

）
に

お
い
て
持
つ
点
で
、
あ
な
た
の
哲
学
が
ひ
と
え
に
知
に
お
い
て
持
つ
の
と
対
照
的
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
な
た
の
哲
学
は
ま
た
、
私

の
衷
心
か
ら
の
確
信
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
え
に
よ
り
厳
密
な
意
味
で
の
哲
学
だ
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
も
の
で
す
。

　
　
（
１
）
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
公
衆
に
訴
う
』
が
送
ら
れ
て
き
た
一
月
一
八
日
付
け
の
書
簡
の
受
領
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
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私
が
折
り
に
ふ
れ
て
言
っ
て
き
ま
し
た
し
、
ま
た
既
に
公
然
と
告
白
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
私
は
あ
な
た
を
、

思
弁
的
理
性
の
真
な
る
救
世
主
だ
と
、
自
己
自
身
の
内
で
自
己
自
身
に
よ
っ
て
存
立
す
る
徹
底
的
に
純
粋
な
哲
学
を
約
束
す
る
真
正
な

息
子
だ
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

明
ら
か
に
思
弁
哲
学
の
精
神
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
で
す
か
ら
、
最
初
か
ら
そ
の
哲
学
は
、
自
然
的
な
人
間
に
と
っ
て

は
等
し
く
確
実
な
二
つ
の
命
題
、
す
な
わ
ち
、〈
私
は
存
在
す
る
〉
と
〈
私
の
外
部
に
諸
事
物
が
存
在
す
る
〉
と
い
う
二
つ
の
命
題
を
、

等
し
く
な
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
、
絶
え
間
な
い
努
力
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た
は
こ
れ
ら
の
命
題
の
一
方
を
、

他
方
の
命
題
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
者
か
ら
前
者
を
、
も
し
く
は
前
者
か
ら
後
者
を
―
―
最
終
的

に
は
完
全
に
―
―
導
出
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
で
も
っ
て
、
た
だ
一
つ
の
本
質
、
た
だ
一
つ
の
真
理
だ
け
が
、
す
べ
て
を
見
通
す
者
で

あ
る
思
弁
哲
学
の
目
の
許
に
あ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
！　

か
の
自
然
的
な
同
等
性
の
破
壊
か
ら
、
確
実
な
知
に
お
い
て
一
挙
に
明

ら
か
に
現
存
し
て
い
る
自
我
と
非
我
と
の
も
う
一
つ
の
作
為
的
な
同
等
性
が
現
出
す
る
ま
で
、
思
弁
は
、
等
し
く
な
い
も
の
に
す
る
こ

と
を
続
け
る
の
で
、
こ
う
し
た
統
一
を
産
出
す
る
こ
と
に
思
弁
が
成
功
し
た
と
す
る
な
ら
―
―
ま
る
ご
と
思
弁
に
属
す
る
、
ま
っ
た
く

新
た
な
被
造
物
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
！　

思
弁
が
こ
う
し
た
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
真
な
る
も
の
の
完

全
な
学
を
、
自
己
活
動
的
に
（alleinthätig

）
己
れ
の
内
か
ら
産
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
仕
方
で
、
唯
物
論
と
観
念
論
、
す
な
わ
ち
、
自
己
自
身
を
規
定
し
て
い
る
質
料
だ
け
か
ら
す
べ
て
を
説
明
し
よ
う
と
す
る

試
み
、
あ
る
い
は
、
す
べ
て
を
、
自
己
自
身
を
規
定
し
て
い
る
知
性
か
ら
し
か
説
明
し
よ
う
と
し
な
い
試
み
、
と
い
う
二
つ
の
主
要
な

方
法
は
、
同
じ
目
標
を
持
っ
て
い
ま
す
。
互
い
に
対
す
る
そ
の
方
向
は
決
し
て
分
散
的
（divergierend

）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
次

第
次
第
に
接
近
し
て
最
終
的
に
は
接
触
に
到
り
ま
す
。
彼
の
形
而
上
学
を
形
成
し
て
い
る
思
弁
的
な
マ
テ
リ
ア
リ
ス
ム
ス
は
、
結
局
、

自
ず
か
ら
観
念
論
に
変
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
二
元
論
の
外
で
は
、
と
こ
と
ん
考
え
抜
く
思
考
力
に
と
っ
て
、
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端
緒
と
し
て
あ
る
い
は
結
び
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
は
、
エ
ゴ
イ
ス
ム
（Egoism

us

）
で
し
か
な
い
か
ら
で
す
。

　

そ
う
し
た
唯
物
論
を
観
念
論
へ
と
変
容
（verklären

） 

さ
せ
る
こ
と
は
、
既
に
ス
ピ
ノ
ザ
（
２
）
に
よ
っ
て
、
も
う
ち
ょ
っ
と
で
成

就
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
し
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
と
こ
ろ
の
、
延
長
せ
る
本
質
と
思
惟
せ
る
本
質
と
の
双
方
に
と
っ
て
、
同
じ
仕
方
で
基

礎
に
あ
っ
て
、双
方
を
不
可
分
に
結
び
付
け
て
い
る【227

】実
体
と
い
う
も
の
は
、直
観
さ
れ
得
な
い
も
の
で
、従
っ
て
た
だ
推
論
に
よ
っ

て
の
み
確
証
さ
れ
る
べ
き
、
客
観
と
主
観
の
絶
対
的
な
同
一
性
そ
の
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
絶
対
的
な
同
一
性
に
基
礎
付

け
ら
れ
て
い
る
の
が
、
新
た
な
哲
学
の
、
知
性
の
独
立
し
た
哲
学
の
体
系
な
の
で
す
。
自
ら
の
哲
学
的
な
立
方
体
（philosophischer 

Cubus

） 

を
組
み
替
え
る
（um

stellen

） 

発
想
が
、
決
し
て
彼
に
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
奇
妙
な
こ
と
で
す
。
最
も
上
の
側
面

は
思
惟
の
側
面
で
す
が
、
彼
は
こ
れ
を
客
観
的
な
も
の
と
呼
ん
で
、
最
も
下
の
側
面
、
こ
れ
を
彼
は
主
観
的
な
、
形
式
的
な
も
の
と
呼

ん
だ
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
思
惟
の
側
面
、
客
観
的
な
も
の
を
、
最
下
層
の
側
面
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
果
た
し
て
彼
の
立
方
体
が

そ
れ
で
も
な
お
同
じ
も
の
で
も
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
探
求
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
問
題
の
唯
一
真

な
る
哲
学
的
な
形
態
で
あ
り
続
け
た
の
で
す
。
彼
の
こ
う
し
た
試
み
に
あ
っ
て
は
、
彼
の
手
中
で
す
べ
て
が
変
容
を
遂
げ
て
い
た
こ
と

に
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
に
と
っ
て
従
来
は
実
体
で
あ
っ
た
も
の
は
、
立
方
体
（das Cubische

）
で
す
。
二
つ
の
全
く
異
な
る

本
質
を
も
っ
た
一
つ
の
質
料
と
い
う
も
の
な
ら
、
彼
の
目
の
か
ら
は
消
失
し
た
で
し
ょ
う
に
。
そ
れ
に
対
し
て
ど
ん
な
場
所
も
、
ま
た

燃
料
も
必
要
と
は
し
な
い
で
、
た
だ
自
己
自
身
の
中
か
ら
燃
え
る
純
粋
な
炎
が
、
ぱ
っ
と
燃
え
上
が
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
超
越
論
的

観
念
論
の
こ
と
で
す
！

　
　
（
２
）Spinoza, Baruch de, 1632-1677.

　

私
は
こ
う
し
た
比
喩
（Bild

）
を
選
び
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、私
は
〈
顚
倒
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
〉
と
い
う
考
え
方
・
表
象
に
よ
っ

て
、
よ
う
や
く
、
知
識
学
へ
の
私
な
り
の
入
口
を
見
つ
け
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
依
然
と
し
て
、
知
識
学
の
叙
述
は
私
の
う
ち
で
、
質
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料
な
き
唯
物
論
の
叙
述
、
も
し
く
は
純
粋
数
学
の
叙
述
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
純
粋
で
空
虚
な
意
識
が
数
学
的
な
空
間
を
表
象
す
る
の

で
す
。
い
か
に
し
て
、
純
粋
数
学
が
直
線
を
（
運
動
を
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
概
念
が
前
提
し
て
携
え
て
い
る
も
の
す
べ
て
と
と
も
に
）
引

く
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
し
て
循
環
（Cirkel

）
の
構
成
（
割
合
（M

aaßgebung

）、
面
積
、
図
形
―
―
質
、
量
な
ど
）
を

前
提
し
な
が
ら
、
数
学
的
な
物
体
（Cörper

） 

を
、
そ
れ
か
ら
全
世
界
を
、
無
か
ら
思
想
の
う
ち
で
創
造
（erschaffen

）
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
初
め
に
講
述
す
る
必
要
は
覚
え
ま
せ
ん
。
―
―
で
す
か
ら
、
幾
何
学
や
算
術
を
―
―
前
者
は
何
ら
実
体
を
産
出
し
な

い
か
ら
、
後
者
は
何
ら
数
の
意
味
を
、
す
な
わ
ち
価
値
で
あ
る
も
の
を
産
出
し
な
い
か
ら
、
と
い
っ
て
―
―
侮
る
こ
と
の
で
き
る
ほ
ど
、

無
知
で
悪
趣
味
で
あ
る
よ
う
な
人
、
そ
う
い
う
人
だ
け
が
、
超
越
論
的
哲
学
を
も
侮
る
の
で
し
ょ
う
。

　

私
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
求
め
期
待
し
た
い
の
は
、
彼
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
か
ら
私
を
理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た

言
葉
や
傾
向
（Zügen

） 

そ
し
て
ふ
と
投
げ
か
け
ら
れ
た
比
喩
な
ど
か
ら
、何
気
な
い
わ
け
で
は
な
い
考
え
（Gedacht

） 

を
理
解
す
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
一
冊
の
書
物
と
し
て
私
が
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
を
、
そ
の
よ
う
に
し
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
な
い

の
で
し
ょ
う
か
？
そ
し
て
、
私
の
生
（Leben
） 
き
て
い
る
間
に
そ
う
し
た
書
物
を
決
し
て
書
か
な
い
と
で
も
い
う
の
で
し
ょ
う
か
！

　

そ
れ
で
は
私
は
、
続
け
ま
し
ょ
う
。
初
め
に
も
っ
と
熱
心
に
も
っ
と
声
高
に
、
あ
な
た
を
も
う
一
度
、
思
弁
的
理
性
と
い
う
ユ
ダ
ヤ

人
の
間
の
王
だ
と
叫
び
ま
し
ょ
う
。
私
は
頑
固
な
人
を
脅
か
し
て
、
あ
な
た
を
王
だ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
洗
礼

者
は
た
だ
、
あ
な
た
の
先
駆
者
に
過
ぎ
な
い
と
認
め
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
が
与
え
た
兆
し
（Zeichen

） 

は
、【228

】
唯
物
論
と

観
念
論
と
を
一
つ
の
不
可
分
の
本
質
に
合
一
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ヨ
ナ
（
３
）
の
予
言
の
そ
れ
に
、
ま
っ
た
く
似
て
い
な
い
訳
で
は
な

い
兆
し
な
の
で
す
。

　
　
（
３
）「
ヨ
ナ
書
」
第
一
章
。

　

一
八
〇
〇
年
前
、
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
は
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
地
に
お
い
て
、
彼
ら
が
長
い
間
メ
シ
ア
に
憧
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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彼
ら
が
そ
れ
で
も
っ
て
救
世
主
だ
と
認
識
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
そ
の
メ
シ
ア
は
身
に
具
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
ま
た
そ
の
メ
シ
ア
が
、
割
礼
で
も
陰
茎
の
包
皮
で
も
な
く
、
新
し
く
創
造
さ
れ
た
者
（
４
）
こ
そ
重
要
だ
と
説
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、

メ
シ
ア
が
実
際
に
出
現
し
た
時
に
拒
否
し
た
よ
う
に
、
あ
な
た
も
ま
た
、
私
が
思
弁
的
理
性
の
ユ
ダ
ヤ
の
民
と
呼
ん
だ
人
々
に
と
っ
て

の
躓
き
の
石
、
怒
り
の
岩
盤
（
５
）
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
一
人
だ
け
が
、
公
然
と
そ
し
て
誠
実
に
、
偽
り
の
な
い

ま
こ
と
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
（
６
）
を
あ
な
た
に
対
し
て
見
て
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ナ
タ
ナ
エ
ル
・
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
（
７
）
で
す
。
私

が
既
に
彼
の
友
人
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
当
時
の
私
は
友
人
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
（
８
）。
そ
の
時
以
来
、
そ
の
時
に
至
る
ま
で

そ
う
で
あ
っ
た
の
と
は
ま
っ
た
く
別
の
友
人
関
係
が
、
私
た
ち
の
間
に
生
じ
て
い
ま
す
。

　

私
は
異
教
徒
た
ち
の
間
の
一
人
の
ナ
タ
ナ
エ
ル
で
す
。
私
が
古
い
き
ず
な
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
な
い
ま
ま
で
あ

る
よ
う
に
、
私
は
同
じ
よ
う
な
無
能
力
で
頑
固
だ
か
ら
と
い
っ
て
新
た
な
こ
と
を
引
き
出
す
こ
と
を
慎
み
ま
し
た
。
実
際
に
、
あ
な
た

の
学
説
の
感
情
過
多
の
若
者
（
９
）、
そ
し
て
私
の
司
牧
者
（Seelsorger

）
は
、
人
口
に
膾
炙
す
る
言
い
方
で
は
、
物
事
の
核
心
を
つ

い
た
の
で
す
（den N

agel auf den K
opf treffen

）。
と
い
う
の
も
、
彼
は
私
に
、
単
に
論
理
学
的
な
熱
狂
の
欠
乏
だ
と
非
難
し
た

か
ら
で
す
。
そ
う
し
た
熱
狂
は
、
か
つ
て
な
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
お
け
る
本
来
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
（
10
）、
唯

一
哲
学
の
唯
一
精
神
（A
lleingeist der A

lleinphilosophie

） 

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん（*

）。
彼
が
完
全
に
正
し
い
の
は
、

【229

】
私
が
唯
一
哲
学
に
属
し
て
（
11
）、
定
言
命
法
の
学
説
を
受
容
し
て
い
る
か
の
如
き
相
貌
を
、
私
の
著
作
の
あ
ち
こ
ち
で
示
し
て

い
た
時
に
（
12
）、た
だ
欺
か
れ
た
仮
象
し
か
存
在
し
な
い
と
、彼
が
言
う
か
ら
で
す
。【230

】
私
は
至
る
と
こ
ろ
で
根
本
的
に
不
純
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
（
13
）。
お
よ
そ
私
た
ち
の
そ
の
時
々
の
信
奉
者
や
司
牧
者
は
、私
の
個
体
性
を
こ
の
側
面
か
ら
よ
く
捉
え
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
は
正
鵠
を
射
て
お
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
私
が
た
だ
単
に
独
り
の
生
ま
れ
つ
き
の
哲
学
者
に
過
ぎ

ず
、
偶
然
に
も
の
書
き
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
ど
こ
か
で
、
形
態
を
そ
れ
の
あ
る
べ
き
姿
だ
け
で
問
題
に
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
い
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わ
ん
や
い
つ
も
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
い
う
能
力
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
そ
の
も
の

は
、
要
す
る
に
、
そ
の
外
部
で
は
無
だ
か
ら
で
す
（
14
）**

。

　
　
（
４
）「
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
五
：
六
、「
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
」
五
：
一
七.

　
　
（
５
）「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
九
：
三
三
、「 

ペ
ト
ロ
の
手
紙
一
」
二
：
七
、八.

　
　
（
６
）「
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
」
一
：
四
七 

を
指
し
て
い
る
。

　
　
（
７
）
カ
ー
ル
・
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
・
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト

　
　
（
８
）
一
七
九
七
年
二
月
二
二
日
付
ヤ
コ
ー
ビ
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
宛
書
簡
を
参
照
。「
あ
な
た
が
、
す
ぐ
に
出
版
さ
れ
る
は
ず
の
新

た
な
著
作
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
主
義
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
る
で
し
ょ
う
。
果
た
し
て
、
こ
の
知
ら
せ
に

つ
い
て
の
私
の
喜
び
が
あ
な
た
に
と
っ
て
直
ち
に
納
得
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
私
は
知
り
ま
せ
ん
し
、
ほ
と
ん
ど
疑
わ

し
い
も
の
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
哲
学
的
営
為
と
い
う
点
で
近
付
い
て
い
る
の
な
ら
、

あ
な
た
は
、私
に
も
近
付
い
て
い
る
の
で
す
。そ
れ
に
対
し
て
、私
を
フ
ィ
ヒ
テ
に
近
付
け
る
こ
と
、そ
れ
も
よ
り
に
よ
っ
て
フ
ィ

ヒ
テ
に
近
付
け
る
こ
と
は
、
良
い
こ
と
で
あ
り
得
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
」（K

arl Leonhard Reinholdʼs Leben 
und litterarisches W

irken. hrsg.v.E.Reinhold, Jena 1825, S.240-41.

）

　
　
（
９
）K

arl W
ilhelm

 Friedrich Schlegel, 1772-1829.

　
　
（
10
）［
批
評
］「
ヴ
ォ
ル
デ
マ
ー
ル
、
新
た
な
増
補
版
」（
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
、
一
七
九
六
年
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
コ
ロ
ヴ
ィ

ウ
ス
、 

第
一
巻
Ⅵ
頁
と
二
八
六
頁
、
第
二
巻
三
〇
〇
頁
、『
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
』
第
三
巻
所
収
、
ベ
ル
リ
ン
、
一
七
九
六
年
、

一
八
五
〜
二
一
三
頁
）
―
―
二
〇
二
頁
「
す
べ
て
の
正
し
い
哲
学
的
営
為
の
第
一
の
主
観
的
な
制
約
は
、
―
―
古
代
の
ソ
ク

ラ
テ
ス
的
な
語
義
で
の
哲
学
、
す
な
わ
ち
学
問
へ
の
愛
（W

issenschaftsliebe

）、
認
識
と
真
理
に
対
す
る
無
私
的
な
純
粋
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な
関
心
で
あ
る
。
世
人
は
そ
れ
を
論
理
学
的
熱
狂
（Logischer E

nthusiasm
us

）
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、

哲
学
的
天
才
の
最
も
本
質
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
彼
ら
が
何
を
私
念
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
、
哲
学
者
と
ソ

フ
ィ
ス
ト
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
い
か
に
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
区
別
で
き
る
の
で
あ
る
。
学

問
に
も
真
理
に
も
い
か
な
る
無
制
約
的
な
価
値
を
見
い
だ
せ
な
い
よ
う
な
思
想
家
な
ら
、
そ
の
法
則
を
願
望
に
従
わ
せ
て
、

利
己
的
に
自
分
の
目
的
の
た
め
に
誤
用
す
る
よ
う
な
思
想
家
な
ら
、
誰
も
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
う
し
た
願
望
や
目
的

は
、
彼
ら
が
望
ん
で
い
る
よ
う
に
か
く
も
気
高
く
て
、
か
く
も
良
く
見
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」。

　
　
（
11
）「
ヴ
ォ
ル
デ
マ
ー
ル
の
批
評
」（S.210/11

）：「
い
わ
ば
単
に
そ
の
き
っ
か
け
や
形
成
そ
し
て
適
用
に
お
い
て
個
性
的
で
地
域

限
定
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
根
拠
や
目
標
、
法
則
や
全
体
性
に
お
い
て
そ
れ
自
身
、
哲
学
的
で
な
く
人
格
的
で
あ
る

よ
う
な
一
つ
の
哲
学
は
、
た
だ
特
徴
的
で
し
か
な
い
」。

　
　
（
12
）
同
書
（S.203

）：「
ヤ
コ
ー
ビ
の
哲
学
が
出
発
す
る
柔
軟
な
点
は
客
観
的
な
命
法
で
は
な
く
、
個
人
的
な
願
望
法
（O

ptativ

） 

な
の
で
あ
っ
た
」。
―
―
（S.210
）：「
た
だ
人
は
、
人
倫
の
定
言
命
法
を
一
見
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
モ
ラ
ル

に
つ
い
て
よ
り
好
都
合
に
判
断
す
る
よ
う
、
誘
わ
れ
た
り
な
ど
し
な
い
」。

　
　
（
13
）
同
上
：S.204/5

：「
ヤ
コ
ー
ビ
は
哲
学
す
る
理
性
を
憎
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。
彼
は
哲
学
を
貶
め
ら
れ
た
理
性
か
ら
区
別
し
、

〈
哲
学
と
い
う
も
の
は
、
現
実
に
自
分
の
哲
学
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
な
い
〉
と
主
張
し
て
い
る
。
概
念

や
言
葉
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
個
体
的
な
生
（Leben
） 
の
精
神
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
理
や
学
問
へ
の
努
力
が
こ
の
生
の
魂

で
あ
り
さ
え
す
る
な
ら
、
と
い
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
哲
学
で
あ
ら
ず
と
も
、
そ
の
生
命
の
精
神
は
哲
学
的
だ
と
称
さ
れ
得
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ヤ
コ
ー
ビ
が
お
気
に
入
り
の
願
い
を
充
足
さ
せ
る
た
め
に
、
ど
ん
な
思
想
家
も
（
市
民
が
国
家
に
入
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
よ
う
に
）
所
業
に
よ
っ
て
従
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
構
成
的
な
法
則
を
従
わ
せ
、
そ
し
て
従
わ
せ
な
く
て
は
な
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ら
ず
、も
の
お
じ
せ
ず
に
乗
り
越
え
て
い
く
時
に
は
、決
し
て
〔
哲
学
的
だ
と
称
さ
れ
得
な
い
〕。」
―
―V

gl. A
uch S.190

：

“[…
…] durch und durch unlauter und verkehrt [

…
…] 

”.

　
　
（
14
）
同
書
（S.210/11

）：「
い
わ
ば
単
に
そ
の
き
っ
か
け
や
形
成
そ
し
て
適
用
に
お
い
て
個
性
的
で
地
域
限
定
的
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
根
拠
や
目
標
、
法
則
や
全
体
性
に
お
い
て
そ
れ
自
身
、
哲
学
的
で
な
く
人
格
的
で
あ
る
よ
う
な
一
つ
の
哲
学
は
、

た
だ
特
徴
的
で
し
か
な
い
」。
―
―S.200

「
詩
的
な
も
の
は
ヴ
ォ
ル
デ
マ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
明
ら
か
に
手
段
に
過
ぎ
な
い
」。

―
―S.212
「
全
体
を
通
し
て
広
が
っ
て
い
て
、
全
体
に
、
雰
囲
気
の
統
一
（E

inheit des K
olorits

）
を
与
え
て
い
る
と

こ
ろ
の
普
遍
的
な
調
子
は
、
過
度
の
緊
張
（Ü

berspannung

）
で
あ
る
。
愛
や
欲
望
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
な
客
体
が
、

真
理
の
、
正
義
の
、
そ
し
て
人
倫
の
す
べ
て
の
限
界
を
超
え
て
測
り
知
れ
な
い
空
虚
へ
と
拡
散
し
て
い
く
こ
と
、
で
あ
る
」。

　
　
（*

）こ
の
判
断
は
、ニ
コ
ラ
イ
氏
に
よ
っ
て
、彼
の
最
近
の
著
作
（
15
）
の
中
で
、確
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、や
む
を
得
ず
、

一
度
―
―
最
終
的
に
自
己
自
身
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
つ
い
で
に
自
賛
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
（
16
）。
そ

し
て
、ス
ピ
ノ
ザ
書
簡
（
17
）
の
著
者
は
、こ
う
非
難
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。（『
我
が
〔
ニ
コ
ラ
イ
の
〕
学
的
教
養
』
四
二
頁
）

「
彼
は
研
究
の
た
め
の
研
究
を
準
備
す
る
こ
と
に
何
の
意
味
も
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
18
）。
そ
の
よ
う
に
純
粋

に
か
つ
徹
底
的
に
体
操
的
な
（gym

nastisch

） 
、「
賛
成
と
反
対
の
中
間
で
強
く
な
っ
た
ニ
コ
ラ
イ
の
精
神
」
に
と
っ
て
は
、

極
め
て
不
快
な
症
状
よ
！　

真
理
と
い
う
観
点
で
は
非
利
己
的
に
ニ
コ
ラ
イ
は
、
自
分
の
獲
物
を
軽
蔑
し
、
少
な
く
と
も
、

思
弁
的
な
獲
物
を
軽
蔑
し
、
そ
し
て
純
粋
に
哲
学
的
に
、
た
だ
永
遠
に
、
単
に
真
理
を
め
ぐ
っ
て
格
闘
す
る
中
で
獲
得
す
る

と
こ
ろ
の
（
19
）
運
動
的
な
体
制
（die athletische Constitution
）
だ
け
を
尊
敬
す
る
の
で
あ
る
。
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【229

】
私
は
率
直
に
、
私
に
下
さ
れ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
同
じ
よ
う
に
卓
越
し
、
真
理
の
観
点
か
ら
し
て
も
同
じ
よ
う
に
無
私
的
な
、

同
じ
よ
う
に
至
当
で
謹
み
深
い
、
純
然
た
る
論
理
的
な
熱
狂
主
義
の
熱
狂
者
達
に
よ
る
判
断
を
、
正
当
な
も
の
と
し
て
記
述
し
よ
う
。

真
理
に
関
す
る
私
の
利
己
的
な
心
情
様
式
を
も
っ
て
し
て
な
ら
、
彼
ら
が
考
え
た
以
上
の
こ
と
が
う
ま
く
い
く
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
新
た
な
発
見
が
フ
ィ
ヒ
テ
宛
て
の
書
簡
に
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
私
の
良
心
を
純
化
す
る
た
め
に
、
多
く
の
新
た
な
発
見
を
今

後
も
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
し
て
、
世
間
に
直
面
し
て
、
私
に
は
哲
学
的
な
名
人
芸
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
か
の
真
正
な
名
人
や
賢
き
巨

匠
を
前
に
し
て
、
全
面
的
に
降
参
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
15
）N

icolai, Friedrich : 
“ Ueber m

eine gelehrte Bildung , über m
eine K

enntniss der kritischen Philosophie 
und m

eine Schriften dieselbe betreffend, und über die H
erren K

ant, J.B.Erhard, und Fichte.

”  Berlin 
und Stettin 1799.

　
　
（
16
）
同
書　

S.III 

「
正
当
防
衛
は
我
田
引
水
を
正
当
化
す
る
、
と
レ
ッ
シ
ン
グ
は
語
っ
て
い
る
。
私
は
自
分
の
こ
と
を
褒
め
た
く

は
な
い
。
し
か
し
、
正
当
防
衛
は
、
私
自
身
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
る
」。

　
　
（
17
）
ヤ
コ
ー
ビ
『
ス
ピ
ノ
ザ
書
簡
』Breslau,1785.

　
　
（
18
）N

icolai, Friedrich : 

“Ueber m
eine gelehrte Bildung. 

”  S.42. 「
私
た
ち
〔
ニ
コ
ラ
イ
と
レ
ッ
シ
ン
グ
〕
が
合
計
す
る

の
は
、
私
た
ち
の
話
し
合
い
が
し
ば
ら
く
続
い
て
い
た
と
し
て
も
、
見
出
さ
れ
た
哲
学
的
な
真
理
の
総
計
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
私
た
ち
の
精
神
力
の
発
展
の
総
計
で
あ
る
。
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
問
い
の
〈
そ
の
た
め
に
〉
や
〈
そ
れ
に
反
し
て
〉
と
い

う
こ
と
を
す
べ
て
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
が
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
精
神
力
を
強
く
し
た
の
で
あ
る
。
ヤ
コ
ー
ビ
氏
が
こ
う
し

た
仕
方
の
た
め
に
、
単
に
研
究
の
た
め
の
ど
ん
な
研
究
を
取
り
上
げ
て
も
、
い
か
な
る
意
味
を
も
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
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わ
れ
る
の
で
、
彼
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
た
だ
意
見
の
一
つ
の
側
面
の
た
め
の
根
拠
だ
け
を
探
求
し
て
い
た
時
、
レ
ッ
シ
ン
グ

の
確
信
を
言
い
当
て
た
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
」。

　
　
（
19
）
同
書
「
思
弁
家
た
ち
（die Spekulanten

） 

で
も
し
か
し
、
一
般
に
想
起
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
へ
の
努

力
（Streben nach W

ahrheit

）
が
思
弁
の
本
来
の
価
値
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
絶
対
的
で
客
観
的
な

真
理
が
、
制
約
さ
れ
た
人
間
的
な
認
識
か
ら
遥
か
に
隔
絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ほ
と
ん
ど
気
付
か
な
い
ま

ま
絶
対
的
な
客
観
的
真
理
へ
接
近
す
る
こ
と
が
、
非
党
派
的
な
真
理
の
友
（W

ahrheitsfreunde

）
に
と
っ
て
、
そ
の
全

生
涯
を
通
し
た
努
力
に
価
し
得
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
」（S.6

）。

　
　
（**

）雑
誌
『
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
』 
同
じ
年
（
一
七
九
六
年
）
の
第
二
（
20
）
そ
し
て
第
八
分
冊
を
参
照
。（
私
が
正
確
に
覚
え
て
い

た
と
し
た
ら
）
偶
然
の
吐
露
や
ヴ
ォ
ル
デ
マ
ー
ル
に
対
す
る
非
難
が
載
っ
て
い
る
。
私
が
フ
ィ
ヒ
テ
宛
て
の
書
簡
を
公
開
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
自
尊
心
を
非
常
に
傷
付
け
る
お
説
教
を
自
ら
参
考
に
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
、
私
は

少
な
く
と
も
、
調
べ
て
い
る
読
者
に
、
良
心
と
名
誉
に
か
け
て
次
の
こ
と
を
断
言
し
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
批
判
的
な
芸
術
作
品
の
人
格
的
な
素
材
（
そ
こ
に
お
け
る
隠
さ
れ
た
歴
史
記
述
的
な
も
の
）
は
、
著
者
（
21
）
の
生
産

的
構
想
力
か
ら
の
み
取
ら
れ
て
い
る
の
だ
、と
。
引
用
に
あ
た
っ
て
も
、生
産
的
構
想
力
は
一
貫
し
て
活
動
し
て
い
た
。
も
し
、

そ
う
呼
び
た
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
不
真
理
は
、
た
ま
た
ま
詩
的
に
哲
学
的
な
方
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
ず
初
め
に
、
著
者

を
人
間
か
ら
、
そ
れ
か
ら
ま
た
し
て
も
人
間
を
著
者
か
ら
導
出
す
る
こ
と
が
生
起
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
誹
謗
中
傷
や
虚
偽
の

企
て
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
割
り
引
く
な
ら
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
は
優
れ
て
い
る
。
既
に
当
時
そ

の
創
作
者
に
お
い
て
も
、今
日
明
ら
か
に
待
っ
て
い
る
も
の
が
告
知
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
傑
作
ル
チ
ン
デ
（
22
）
で
あ
る
。
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（
20
）［
批
評
］
“Die H

oren. V
II.-X

II. Stück

” in 

“Deutschland

” Zw
eites Stück, S.241-256.

―S.243 「
第
八
部
の
内
容
、Ｉ
．

親
友
に
宛
て
た
書
簡
に
お
け
る
孤
独
な
思
索
の
偶
然
の
吐
露
」

　
　
（
21
）
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
こ
と
。

　
　
（
22
）Schlegel,Friedrich: 

“Lucinde. Ein Rom
an. 

”. 1.T
eil. Berlin 1799.

　
【231

】
し
か
し
、
感
情
過
多
の
人
は
、
唯
一
哲
学
（A
lleinphilosophie

） 

と
私
の
非
哲
学
（U

nphilosophie

） 

と
は
、
最
高
度
の

相
互
の
反
感
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
接
触
す
る
の
か
、
そ
し
て
接
触
の
瞬
間
に
お
い
て
あ
る
程
度
相
互
に
浸
透
し
合
う
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
、
把
握
し
も
し
な
か
っ
た
し
、
遠
く
か
ら
予
感
さ
え
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
私
の
友
人
で
あ
る
あ
な

た
は
、
私
が
そ
う
感
じ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
あ
な
た
の
講
義
室
の
ド
ア
の
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
が
開
か
れ

る
時
ま
で
長
い
間
、
あ
な
た
を
待
っ
て
立
っ
て
い
て
、
予
言
を
語
っ
て
い
た
人
間
だ
と
私
の
こ
と
を
、
あ
な
た
は
認
め
ま
し
た
。
今
や

私
は
、
こ
の
講
義
室
で
、
特
権
を
与
え
ら
れ
た
異
端
者
と
し
て
、
そ
し
て
、
私
を
さ
ま
ざ
ま
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
あ
て
は
め
得
た

で
あ
ろ
う
破
門
の
呪
い
の
い
ず
れ
か
ら
も
予
め
免
れ
た
異
端
者
と
し
て
、
特
別
の
座
席
を
占
め
て
お
り
ま
す
。
私
は
、
私
の
本
来
の
本

当
の
私
念
が
、
学
問
へ
の
「
入
場
強
制
（coge intrare
）」
を
妨
げ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
明
ら
か
に
促
進
し
て
い
る
の
で
、
私

が
安
楽
椅
子
に
座
っ
た
ま
ま
で
、
む
し
ろ
独
自
の
講
義
を
、
次
の
時
間
に
持
つ
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
た
だ
精
神
に
お
い
て
の
み
生
き
て
い
て
、
危
険
を
侵
し
て
で
も
真
面
目
な
研
究
者
で
あ
る
私
た
ち
二
人
は
、
そ
れ

と
並
ん
で
、
学
問
の
概
念
に
つ
い
て
も
十
分
に
一
致
し
て
い
る
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
学
問
は
、
つ
ま
り
―
―
学
問
そ
の
も
の
は

―
―
自
分
の
対
象
を
自
己
産
出
す
る
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
思
想
に
お
い
て
産
出
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
他
な
り
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
学
問
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
内
容
は
、
た
だ
内
的
な
行
為
（ein inneres H

andeln

）
に
他
な
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り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
自
己
内
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
必
然
的
な
様
式
に
し
て
様
態
が
、
学
問
の
全
本
質
を
構
成
し
て
い
る
の
だ

と
考
え
ま
す
。
ど
ん
な
学
問
で
あ
ろ
う
と
、
私
に
言
わ
せ
る
な
ら
、
あ
な
た
と
同
様
に
、
自
我
の
範
型
に
従
う
な
ら
、
客
観
＝
主
観

（O
bject=

Subject

）
で
す
。
そ
う
し
た
自
我
だ
け
が
、
学
問
そ
れ
自
体
な
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
我
は
、
一
切
の
認
識
対
象
の

原
理
に
し
て
解
決
の
手
段
で
あ
り
、
認
識
対
象
を
破
壊
し
た
り
構
成
し
た
り
す
る
能
力
で
あ
り
、
純
然
た
る
学
問
的
な
意
図
に
お
い
て

存
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
す
べ
て
の
も
の
に
お
い
て
、す
べ
て
の
も
の
か
ら
、人
間
の
精
神
は
た
だ
自
己
自
身
を
求
め
、概
念
を
形
成
し
、

ま
た
し
て
も
捜
し
出
し
、
努
力
し
反
抗
し
な
が
ら
、
人
間
精
神
を
絡
め
取
ろ
う
と
す
る
瞬
間
的
な
制
約
さ
れ
た
現
存
在
か
ら
絶
え
ず
身

を
解
き
放
と
う
と
し
、そ
の
結
果
、自
分
の
〈
自
己
〉
や
〈
自
己
に
お
い
て
あ
る
こ
と
（in=sich=seyn

）〉
を
救
済
（retten

）
し
て
、

そ
れ
を
唯
一
活
動
的
に
、
か
つ
自
由
に
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
知
性
の
活
動
は
、
学
問
に
お
い

て
は
必
然
的
な
活
動
で
す
。
学
問
は
、
こ
う
し
た
活
動
性
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
存
在
し
ま
せ
ん
。
―
―
で
す
か
ら
、
こ
う
し

た
洞
察
に
あ
っ
て
は
、
自
ら
の
内
に
お
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
他
者
に
お
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
学
問
へ
の
欲
求
を
阻
害
し
よ
う

と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
と
て
つ
も
な
く
愚
か
な
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
人
は
哲
学
的
営
為
を
凌
駕
（übertreiben

）
し
得
る

と
考
え
る
こ
と
も
大
い
な
る
愚
さ
で
す
。
哲
学
的
営
為
を
凌
駕
す
る
こ
と
は
、
言
う
な
れ
ば
、
正
気
（Besinnung

） 

の
果
て
に
身
を

投
げ
る
こ
と
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
二
人
と
も
、
知
の
学
が
―
―
こ
れ
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
学
の
中
で
も
一
つ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
認
識

世
界
（Erkenntniß=W

elt

） 

に
お
け
る
世
界
霊
（W

elt=Seele
）
で
す
―
―
が
完
全
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
同
じ
よ
う
に
、
真

面
目
に
熱
心
に
望
ん
で
い
ま
す
。
た
だ
、
次
の
と
こ
ろ
で
違
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
、
そ
の
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
真
理
の
根
拠
が
、

知
の
学
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
が
、
私
は
、
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
根
拠
、
す

な
わ
ち
真
な
る
も
の
そ
の
も
の
が
必
然
的
に
学
の
外
部
に
現
存
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。
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だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
の
意
図
は
、
あ
な
た
の
意
図
に
と
っ
て
決
し
て
邪
魔
に
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
あ
な
た
の
意
図
も
ま

た
、
私
の
意
図
の
邪
魔
に
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
私
は
、【232

】
真
理
と
真
な
る
も
の
と
の
間
を
区
別
す
る
か

ら
で
す
。
あ
な
た
は
、
―
―
私
が
真
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
思
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
気
に
か
け
ま
せ
ん
し
、
私
の
判
断
に
よ

れ
ば
、
知
識
学
者
と
し
て
、
真
な
る
も
の
の
真
理
に
つ
い
て
顧
慮
し
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

三
月
六
日

　

私
は
、
こ
の
手
紙
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
ま
で
に
、
ペ
ン
や
手
や
眼
を
わ
ざ
と
他
の
も
の
の
た
め
に
用
い
た
り
し
な
い
、
と
い
う
約

束
を
守
っ
て
、
企
図
を
詳
し
く
述
べ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
な
ら
、
私
は
第
二
の
大
胆
な
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
決
断

と
は
つ
ま
り
、
も
っ
と
ラ
プ
ソ
デ
ィ
ー
的
で
、
な
お
も
っ
と
バ
ッ
タ
飛
び
（H

euschrecken=Gange

）
に
お
い
て
私
の
道
を
進
む
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
な
た
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
結
び
つ
け
た
中
途
半
端
な
も
の
（Stückw

erk

） 

で
し
か
な
い
も
の
を

お
見
せ
す
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
か
ら
あ
な
た
は
、
私
の
悟
性
と
非
悟
性
を
で
き
る
限
り
良
く
読
み
取
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

私
の
身
体
的
な
状
態
、
私
の
現
在
の
状
況
は
、
あ
な
た
へ
の
手
紙
を
書
く
の
を
、
ど
の
く
ら
い
長
く
か
は
神
し
か
知
ら
な
い
程
度
に

ま
で
先
延
ば
し
に
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
述
べ
た
よ
う
な
仕
方
で
自
分
を
助
け
よ
う
か
と
い
う
選
択
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

―
―
私
が
、
自
分
の
考
え
を
、
ま
っ
た
く
あ
る
が
ま
ま
に
、
あ
な
た
に
提
示
す
る
こ
と
は
諦
め
よ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
が

で
き
て
い
た
な
ら
、
あ
な
た
は
、
私
に
つ
い
て
抱
い
て
お
い
で
で
あ
っ
た
も
の
を
、
根
本
的
に
知
る
こ
と
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
私
に
は
い
や
だ
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
、
私
の
全
能
力
に
か
け
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

つ
ま
り
比
類
な
き
思
考
能
力
を
持
っ
た
人
物
の
前
で
、
そ
し
て
他
の
き
わ
め
て
高
い
知
的
才
能
の
い
ず
れ
を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
よ
う
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な
人
士
の
前
で
、
こ
う
し
た
強
力
な
人
の
前
で
は
、
私
は
無
力
に
な
っ
て
、
私
自
身
の
影
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
に
私
は
、
非
礼
な
こ
と
（U

nw
esen

）
を
始
め
る
わ
け
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―

　

フ
ィ
ヒ
テ
と
私
の
間
の
同
一
性
と
相
違
性
、
私
た
ち
の
哲
学
的
な
共
感
と
反
感
と
い
う
秘
密
は
、『
ア
ル
ヴ
ィ
ル
の
書
簡
集
成
』
の

な
か
の
、
エ
ル
ハ
ル
ト
・
Ｏ
に
宛
て
た
唯
一
の
書
簡
（
23
）
を
正
し
く
お
読
み
に
な
っ
た
方
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
努

め
よ
う
と
な
さ
っ
た
方
、
そ
う
し
た
方
の
誰
に
と
っ
て
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
（
23
）
“Eduard A

llw
ills Briefsam

m
lung von Friedrich H

einrich Jacobi m
it einer Zugabe von eigenen Briefen 

”. 
Erster Band. K

önigsberg 1792. 

―S.281

：
“An Erhard O

**.

”

―
―
―
―
―
―
―

　

私
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
に
立
っ
て
身
を
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
も
、
私
は
他
人
の
私
念
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
も
し
ま

す
し
、
彼
の
体
系
に
対
抗
す
る
私
の
反
論
を
私
自
身
の
前
で
ほ
と
ん
ど
言
表
し
な
い
よ
う
に
す
る
ま
で
に
、
知
的
に
私
を
切
り
離
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
で
す
が
、
私
が
、
私
と
は
対
立
的
な
立
場
に
立
っ
て
こ
そ
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
重
み
や
、【233

】
堅
固
さ
、
そ
し

て
支
え
と
い
う
の
は
、次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。す
な
わ
ち
、私
は
、彼
に
腹
を
立
て
、彼
の
感
官
か
ら
来
る
作
為
的
な
も
の（künstliches 

von=
Sinnen=

K
om

m
en

）
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
憎
悪
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
、
彼
の

例
に
従
う
な
ら
、
私
の
自
然
な
妄
想
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
が
、
焦
燥
感
に
駆
ら
れ
て
彼
に
は
、
些
か
頭
が
い
か
れ
て
い
る

ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
〈
反
対
〉
で
あ
っ
て
、
頭
が
い
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
大
胆
に
も
首
に
飛
び
つ
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
、
頭
が
い
か
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
私
の
頭
に
飛
び
か
か
っ
て
も
私
は
文
句
を
言
い
は
し
ま
せ
ん
。

―
―
―
―
―
―
―
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純
粋
な
、
す
な
わ
ち
徹
底
的
に
内
在
的
な
（im

m
anent

）
哲
学
、
そ
う
し
た
哲
学
は
、
一
つ
の
部
分
か
ら
出
来
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
本
当
の
理
性
体
系
（ein w

ahrhaftes V
ernunft=System

）
で
あ
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
や
り
方
で
こ
そ
唯
一
可
能
な
の
で
す
。
明

ら
か
に
、
す
べ
て
は
理
性
の
う
ち
で
理
性
に
よ
っ
て
、
自
我
と
し
て
の
自
我
に
お
い
て
、
自
我
性
（Ichheit

）
に
お
い
て
こ
そ
、
与

え
ら
れ
て
い
て
、
自
我
性
の
う
ち
に
既
に
含
ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
す
。
純
粋
理
性
と
い
う
も
の
だ
け
が
、
自
己
自
身
だ
け
に

基
づ
い
て
、
す
べ
て
を
導
出
で
き
る
は
ず
だ
、
と
い
う
の
な
ら
。

　

理
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
語
源
は
聴
解
（V

ernehm
en

）
で
す
。
―
―
純
粋
理
性
は
、
た
だ
自
己
自
身
だ
け
を
聴
解
す
る
聴
解
の

働
き
な
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
純
粋
理
性
は
た
だ
自
分
を
聴
解
す
る
だ
け
で
す
。

　

純
粋
理
性
の
哲
学
的
営
為
は
、
従
っ
て
、
化
学
的
な
過
程
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
理

性
の
外
で
は
無
（N

ichts

）
へ
と
転
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
理
性
だ
け
を
残
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
な
精
神
を
残
す
の
で
す
。

そ
れ
も
、
精
神
の
純
粋
性
に
お
い
て
は
そ
れ
自
身
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
た
だ
す
べ
て
を
産
出
す
る
こ
と
の
で
き
る

よ
う
な
精
神
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
こ
と
は
ま
た
し
て
も
、
そ
の
純
粋
性
に
お
い
て
、
同
様
に
そ
れ
自
身
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ

精
神
の
産
出
に
お
い
て
の
み
現
存
す
る
も
の
と
し
て
し
か
、
直
観
さ
れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
総
体
が
、
単
な
る
行
為
＝
行
為

（T
hat=

T
hat

）
な
の
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―

　

す
べ
て
の
人
間
は
、
お
よ
そ
認
識
に
向
か
っ
て
努
力
を
す
る
限
り
、
か
の
純
粋
な
哲
学
を
究
極
の
目
標
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
を
知
ら
な
い
ま
ま
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
が
認
識
す
る
の
は
た
だ
、
彼
が
把
握
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

そ
し
て
彼
が
把
握
す
る
の
は
、
彼
が
、
事
柄
を
単
な
る
形
態
へ
と
転
化
し
つ
つ
、
形
態
を
事
柄
に
、
事
柄
を
無
に
す
る
か
ら
に
他
な
ら

な
い
か
ら
で
す
。
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も
っ
と
判
明
に
言
い
ま
し
ょ
う
！

　

私
た
ち
が
事
柄
を
把
握
す
る
の
は
た
だ
、
私
た
ち
が
、
そ
れ
を
構
成
（construiren

）
し
、
思
想
に
お
い
て
私
た
ち
の
眼
前
に
生

成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
限
り
な
の
で
す
。
私
た
ち
が
そ
れ
を
構
成
し
な
い
で
、【234

】
思
想
の
う
ち
へ
と
自
ら
産
出
し

な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
把
握
し
て
い
な
い
の
で
す
（『
ス
ピ
ノ
ザ
書
簡
』
増
補
第
二
版
、
一
七
八
九
年
、
四
〇
二

〜
四
〇
四
頁
、
と
り
わ
け
四
一
九
〜
四
二
〇
頁
の
注
記
）（*

）。

　
　
　
（*

）付
論
Ⅰ
を
参
照

　

し
た
が
っ
て
、
あ
る
本
質
が
、
私
た
ち
に
よ
っ
て
完
全
に
把
握
さ
れ
た
対
象
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
場
合
は
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
、
客

観
的
に
―
―
対
自
的
に
存
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
―
―
思
想
の
う
ち
で
廃
棄
（aufheben

）
し
、
無
化
（vernichten

）
し
て
こ
そ

初
め
て
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
主
観
的
に
、
私
た
ち
独
自
の
被
造
物
（Geschöpf

）
と
、
単
な
る
一
つ
の
図
式
（Schem

a

）
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
私
た
ち
の
行
為
（H

andlung

）
で
な
か
っ
た
も
の
、
今
と
な
っ
て
は
、
私
た
ち
の

生
産
的
構
想
力
（productive Einbildungskraft
）
の
単
な
る
叙
述
で
し
か
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
何
も
残
る
も
の
は
な
い
で
し
ょ

う
し
、
何
も
そ
の
概
念
の
本
質
的
な
部
分
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
、
人
間
の
精
神
は
、
そ
の
哲
学
的
な
悟
性
な
ら
端
的
に
そ
の
独
自
の
産
出
作
用
を
超
え
出
な
い
か
ら
こ
そ
、
本
質
の
領
域
に

透
徹
す
る
た
め
に
は
、
思
想
で
も
っ
て
本
質
の
領
域
を
攻
略
す
る
た
め
に
は
、
世
界
の
創
造
者
（W

elt=Schöpfer

）
に
、
そ
し
て
精

神
自
身
の
創
造
者
に
な
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
人
間
の
精
神
に
と
っ
て
、
精
神
自
身
の
創
造
者
に
な
る
こ
と
が
達
成
さ
れ

る
度
合
い
に
応
じ
て
、
そ
の
精
神
は
、
世
界
の
創
造
者
の
な
か
で
進
歩
（Fortgang

）
を
感
じ
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
自

身
の
創
造
者
も
ま
た
、
た
だ
、
言
及
さ
れ
た
よ
う
な
普
遍
的
な
条
件
下
で
の
み
、
自
分
自
身
の
創
造
者
で
あ
り
う
る
わ
け
で
す
。
自
分

自
身
の
創
造
者
は
、
本
質
に
従
っ
て
自
ら
を
無
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
概
念
に
お
い
て
の
み
、
生
成
し
て
、
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自
ら
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
根
源
的
に
―
―
無
か
ら
無
へ
、
無
の
た
め
に
、
無
の
う
ち
で
の
―
―
純
粋
な
絶
対
的
な
出
し
入

れ
（A

usgehen und Eingehen

）
の
概
念
に
お
い
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
振
り
子
運
動
が
そ
う
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ

う
し
た
も
の
と
し
て
必
然
的
に
そ
れ
自
身
、
普
遍
的
な
も
の
の
内
で
限
界
を
措
定
す
る
よ
う
な
振
り
子
運
動
の
概
念
に
お
い
て
、〔
自

分
自
身
の
創
造
者
は
〕
生
成
す
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
規
定
さ
れ
た
限
界
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
た
だ
、
特
殊
な
運
動
と
し
て
、
把

握
さ
れ
な
い
限
定
に
よ
っ
て
、
な
の
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―

　

自
己
自
身
を
学
問
と
し
て
唯
一
対
象
と
す
る
だ
け
で
、こ
れ
以
外
に
は
何
ら
内
容
を
持
た
な
い
よ
う
な
学
は
、学
問
そ
れ
自
体
（eine 

W
issenschaft an sich

）
で
す
。
自
我
は
、
一
つ
の
学
問
そ
れ
自
体
で
あ
っ
て
、
唯
一
の
学
問
で
す
。
そ
れ
は
自
己
自
身
を
知
る
わ

け
で
す
。
自
我
が
自
己
自
身
の
外
で
、
何
か
を
知
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
聴
解
し
た
り
〔
異
同
：
企
図
し
た
り
〕
な
ど
を
す
る
の
は
、

自
我
の
概
念
に
矛
盾
し
ま
す
。
従
っ
て
自
我
は
必
然
的
に
、
す
べ
て
の
そ
の
他
の
学
問
の
原
理
で
あ
っ
て
、
過
ち
を
犯
す
こ
と
の
な
い

生
理
（M

enstruum

）
な
の
で
す
。
こ
れ
で
も
っ
て
、
す
べ
て
の
学
問
は
、
何
ら
か
の
く
だ
ら
な
い
も
の
―
―
つ
ま
り
非
我
を
残
す

こ
と
な
く
、
自
我
の
う
ち
へ
と
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
気
化
（verflüchtigen

）
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
自

我
が
す
べ
て
の
学
に
、次
の
よ
う
な
根
本
命
題
を
与
え
る
時
、す
な
わ
ち
、〈
す
べ
て
の
学
は
自
我
か
ら
演
繹
さ
れ
得
る
に
違
い
な
い
し
、

す
べ
て
の
学
が
自
我
だ
け
か
ら
演
繹
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
自
我
に
お
い
て
の
み
、
自
我
に
よ
っ
て
の
み
、
す
べ
て
の
学
問
が

構
成
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
【235

】
の
は
、
そ
れ
ら
が
構
成
可
能
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
ら
が
学
問
で
あ
る
限
り
の
こ
と

で
あ
る
〉
と
い
う
根
本
命
題
を
与
え
る
時
、
自
我
は
誤
る
こ
と
が
あ
り
得
ま
せ
ん
。

―
―
―
―
―
―
―

　

あ
ら
ゆ
る
反
省
に
は
、
反
省
は
た
だ
抽
象
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
形
で
、
抽
象
的
な
も
の
が
根
拠
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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逆
に
言
う
な
ら
こ
う
で
し
ょ
う
。
反
省
と
抽
象
と
の
双
方
と
も
不
可
分
に
、
根
底
に
お
い
て
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
知
に
お
い
て
あ
ら

ゆ
る
本
質
を
解
消
す
る
（A

uflösen

）
行
為
な
の
で
す
。
ま
す
ま
す
普
遍
的
に
な
っ
て
ゆ
く
概
念
に
よ
る
（
学
の
途
上
で
の
）
進
歩
的

な
無
化
（progreßive V

ernichtung

）
で
す
。
さ
て
、
こ
う
し
た
や
り
方
で
包
含
し
つ
つ
（involvieren

）、
無
化
さ
れ
た
も
の
が
、

開
展
し
つ
つ
（evolvieren

）、
ま
た
し
て
も
樹
立
さ
れ
得
る
の
で
す
。
無
化
し
つ
つ
私
は
、
創
造
す
る
（erschaffen

）
こ
と
を
学
び

ま
す
。
つ
ま
り
、
私
が
解
消
し
つ
つ
、
分
析
し
つ
つ
、〈
自
我
の
外
の
無
（N

ichts=
A

usser=
Ich

）〉
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

私
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、た
だ
一
定
の
仕
方
で
の
み
制
約
さ
れ
た
私
の
自
由
な
構
想
力
の
外
部
に
あ
っ
て
は
、す
べ
て
は
、無
で
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の
構
想
力
か
ら
、
私
は
、
ま
た
し
て
も
、
唯
一
活
動
的
に
、
あ
る
が
ま
ま
の
す
べ
て
の
本
質
を
、
私
が

そ
れ
を
独
立
し
て
存
立
し
て
い
る
も
の
だ
と
し
て
、
す
な
わ
ち
無
と
し
て
認
識
す
る
前
に
、
生
じ
さ
せ
る
こ
と
さ
え
で
き
る
わ
け
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―

　

ハ
ン
ブ
ル
ク
で
の
先
だ
っ
て
の
冬
、あ
る
気
ま
ま
な
ひ
と
時
に
、私
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
念
論
の
結
論
を
、あ
る
比
喩
に
し
ま
し
た
（
24
）。

私
が
選
ん
だ
の
は
毛
糸
の
靴
下
で
す
。

　
　
（
24
）
ヤ
コ
ー
ビ
に
よ
る
、一
七
九
七
年
一
二
月
一
三
日
付
け
のChristian K

onrad W
ilhelm

 von D
ohm

宛
書
簡
を
参
照
。「
私

は
こ
の
体
系
の
た
め
の
ば
か
ば
か
し
い
比
喩
を
見
つ
け
ま
し
た
。
毛
糸
の
靴
下
で
す
。
ご
存
知
で
す
よ
ね
。
そ
う
し
た
靴

下
は
一
本
の
毛
糸
に
よ
っ
て
出
来
て
い
て
、
一
本
の
毛
糸
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
っ
て
。
そ
の
毛
糸
は
た
だ
、
互
い
違

い
に
編
ま
れ
て
、
そ
の
動
き
が
進
む
に
つ
れ
て
、
自
ら
の
動
き
を
動
き
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
固
定
す
る
わ
け
で
す
。
結
び

目
と
か
そ
う
し
た
も
の
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
て
、
こ
の
毛
糸
こ
そ
、
純
粋
な
自
我
で
す
。
そ
し
て
無

際
限
に
延
び
て
出
て
ゆ
き
ま
す
。
毛
糸
が
何
か
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
ま
ま
、
す
な
わ
ち
非
－
我
を
対
置
す
る
こ
と

が
な
い
な
ら
、
毛
糸
は
自
我
と
し
て
は
自
ら
を
措
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
自
己
活
動
的
な
毛
糸
は
、
自
分
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を
支
え
る
毛
糸
を
、
そ
し
て
そ
の
支
え
る
瞬
間
に
お
い
て
非
我
を
措
定
す
る
毛
糸
を
想
像
す
る
（im

aginieren

）
わ
け
で

す
。
そ
れ
か
ら
自
我
に
戻
り
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
が
同
じ
瞬
間
に
生
じ
ま
す
の
で
、
合
成
さ
れ
た
本
質
と
な
り
ま
す
。
そ

う
や
っ
て
、
定
立
（T

hesis

）
と
反
定
立
（A

ntithesis

）
そ
し
て
綜
合
（Synthesis

）
が
生
成
し
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
抽

象
化
さ
れ
る
と
三
つ
の
異
な
っ
た
行
為
と
し
て
考
察
さ
れ
ま
す
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
た
だ
一
つ
の
行
為
で
し
か
あ
り
得
ま

せ
ん
。
―
―
靴
下
と
い
う
。
靴
下
に
は
、
縞
模
様
や
花
や
星
な
ど
、
お
望
み
の
模
様
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
実
際
に
あ
る

わ
け
で
す
。
だ
け
ど
あ
な
た
は
、
き
っ
と
そ
ん
な
に
は
し
ゃ
ぐ
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
、
そ
し
て
思
う
の
で
す
。
こ
れ
が
み

ん
な
、
毛
糸
か
ら
靴
下
へ
と
流
れ
続
い
て
い
る
の
か
、
と
。
明
ら
か
に
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
は
、
―
―
決
し
て
変
様
で

は
な
く
―
―
純
然
た
る
毛
糸
の
編
み
出
し
た
も
の
な
の
で
す
。
毛
糸
以
外
の
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
っ
た
く
な
い
の
で

す
。
毛
糸
は
再
び
毛
糸
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
毛
糸
も
そ
う
望
ん
で
い
ま
す
。
古
く
な
っ
た
靴
下
に
は
、
自
ら
の

限
界
を
破
壊
し
て
、
無
限
性
を
満
た
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
分
か
っ
て
い
ま
す
。
古
く
な
っ
た
靴
下

が
、
一
つ
の
何
ら
か
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
親
愛
な
る
人

よ
、
そ
う
し
た
お
喋
り
を
持
ち
出
し
た
こ
と
で
、
私
の
こ
と
を
笑
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
だ
っ
て
私
は
、
書
い
て
い
る
最

中
か
ら
既
に
絶
え
ず
そ
の
こ
と
で
笑
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
根
本
的
に
は
、
あ
な
た
が
私
に
つ
い
て
、
そ
し
て
私
た
ち
の

間
に
現
存
す
る
対
比
に
つ
い
て
笑
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
願
っ
て
い
た
か
ら
で
す
」（
“Aus F.　

H
.　

Jacobiʼs N
achlaß. 

U
ngedruckte Briefe von und an Jacobi und A

ndere. N
ebst ungedruckten Gedichten von Goethe und 

Lenz.  H
erausgeben von Rudolf Zoeppritz.

” Erster Band Leipzig 1869, S.200-201.

）

　
【236

】
毛
糸
の
靴
下
の
生
成
と
存
立
に
つ
い
て
の
通
常
の
経
験
的
な
表
象
と
は
違
っ
た
表
象
を
作
る
た
め
に
は
、
織
物
の
結
び
だ
け
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を
解
き
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
客
体
＝
主
体
の
同
一
性
の
糸
に
沿
っ
て
巻
き
取
っ
て
い
き
さ
え
す
れ
ば
い
い
わ
け

で
す
。
す
る
と
す
ぐ
に
分
か
る
で
し
ょ
う
。
い
か
に
し
て
こ
の
個
体
は
、
単
な
る
糸
の
行
っ
た
り
来
た
り
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
糸

の
動
き
を
制
約
し
て
、
糸
が
、
自
分
の
無
際
限
の
努
力
（Streben ins U

nendliche

）
に
従
う
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
を
通
し
て
、
経

験
的
な
よ
り
糸
（E

inschlag

）
な
し
で
、そ
う
で
な
け
れ
ば
、混
ぜ
た
り
付
け
加
え
た
り
す
る
こ
と
な
し
に
、現
実
へ
到
達
す
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
私
の
靴
下
に
私
は
、
縞
模
様
、
花
、
太
陽
、
月
、
星
と
い
う
よ
う
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
を
与
え
る
わ
け
で
す
。
す
る
と
私

が
認
識
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、
糸
と
い
う
自
我
と
、
編
み
棒
（D

rthe

）
と
い
う
非
我
と
の
間
に
漂
う
指
と
い
う
生
産
的

構
想
力
の
所
産
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
の
模
様
は
靴
下
の
本
質
と
と
も
に
、
い
っ
さ
い
が
っ
さ
い
、
真
理
と
い
う

立
場
か
ら
考
察
さ
れ
る
と
、
た
だ
一
本
の
裸
の
糸
な
の
で
す
。
そ
の
糸
に
は
、
編
み
棒
か
ら
も
指
か
ら
も
、
何
も
流
れ
て
い
ま
せ
ん
。

糸
だ
け
が
唯
一
、
純
粋
に
あ
の
す
べ
て
な
の
で
す
。
糸
は
す
べ
て
の
う
ち
に
あ
り
、
糸
の
外
に
は
な
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
糸

だ
け
が
す
べ
て
な
の
で
す
。
―
―
た
だ
編
み
棒
に
沿
っ
た
反
省
の
動
き
と
と
も
に
。
そ
し
て
そ
の
動
き
を
糸
は
、
持
続
的
に
維
持
し
続

け
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
特
定
の
個
体
へ
と
生
成
し
た
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
靴
下
の
本
質
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
そ
の
無
際
限
な
多
様
性
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
し
か
し
、
確
実
に
か
つ
本

当
に
そ
の
糸
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
、
そ
し
て
、
糸
に
は
、
こ
れ
こ
そ
が
こ
の
無
際
限
な
多
様
性
で
あ
る
こ
と
を

認
め
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
、
人
に
聞
い
て
み
た
い
も
の
で
す
。
私
が
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
糸
は
一
連
の
反
省
を
叙
述
し

つ
つ
、
自
ら
の
根
源
的
な
同
一
性
へ
と
還
帰
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
れ
ば
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
わ
け
で

す
。
つ
ま
り
、
か
の
無
際
限
な
多
様
性
や
多
様
な
無
際
限
性
は
、
自
分
を
織
る
と
い
う
空
虚
な
織
物
で
し
か
な
く
、
唯
一
の
実
在
的
な

も
の
が
、
糸
そ
れ
自
身
で
あ
る
の
は
、
自
分
の
行
為
で
も
っ
て
、
自
己
自
身
か
ら
、
自
己
自
身
に
お
い
て
、
自
己
自
身
を
目
指
し
て
い
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る
か
ら
、
な
の
で
す
。
―
―
糸
は
ま
た
、
こ
う
し
た
還
帰
を
、
つ
ま
り
糸
に
絡
み
付
い
て
い
る
非
我
の
し
が
ら
み
か
ら
の
解
放
を
望
み

も
し
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
靴
下
が
、
無
限
性
を
充
実
す
る
た
め
に
自
分
の
限
界
を
止
揚
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
、
知
ら
な
か
っ
た
り
、
経
験
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
人
は
、
誰
一
人
と
し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
極
め
て
無
思
慮
な
こ
と
で
す
！　

だ
っ
て
、
す
べ
て
で
あ
り
か
つ
同
時
に
一
つ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
な
ん
て
、
不
可
能
だ
っ
て
こ
と
分
か
る
で
し
ょ
う
か
ら
。

　

こ
の
比
喩
が
そ
の
創
り
出
し
た
人
に
お
け
る
ひ
ど
い
誤
解
を
顕
わ
に
し
て
い
る
の
で
不
適
切
だ
と
い
う
の
な
ら
、
最
近
の
哲
学
が
実

際
に
新
し
い
哲
学
で
あ
っ
て
、
ど
っ
ち
に
転
が
る
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
二
元
論
を
根
拠
に
し
て
い
る
【237

】
古
い
哲
学
を
ち
ょ
っ
と

変
え
た
講
述
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な

ら
ば
、
最
近
の
哲
学
は
、
本
当
に
ま
っ
と
う
な
内
在
的
な
哲
学
な
ん
か
じ
ゃ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
一
つ
の
部
分
か
ら
出
来
た
哲
学

で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
古
い
哲
学
に
お
い
て
、
知
覚
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
新
し
い
哲
学
で
は
必
然
的

な
構
想
を
意
味
し
て
い
て
、
根
本
的
に
は
全
く
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
す
。
何
ら
か
の
仕
方
で
、
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
だ
け
だ
と
い
う
の
な
ら
、
経
験
（Em

pirie
）
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
生
き
生
き
と
し
た
分
肢
が
そ
の
人
工
的
な
道
具
に
対
処
す
る

よ
う
に
、
学
問
に
対
処
し
な
が
ら
、
上
に
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
、
人
間
の
精
神
に
お
い
て
は
、
学
問
的
な

知
の
場
所
よ
り
も
高
次
の
場
所
が
、
想
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
場
所
か
ら
学
問
的
な
知
の
場
所

が
見
下
ろ
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。「
思
弁
（Speculation
）
と
い
う
最
高
の
立
場
」
は
「
真
理
の
立
場
」
で
は
な
い
の
で
す
（
25
）。

　
　
（
25
）
“Zw
eie Einleitung in die W

issenschaftsLehre
”, A

kad.-A
usg. I-4,210-211.

　

し
た
が
っ
て
私
は
、
あ
の
非
難
を
恐
れ
は
し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
私
は
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
新
た
な
哲
学
は
私

の
比
喩
に
当
て
は
ま
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
新
た
な
哲
学
の
利
益
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
。

　
「
反
省
し
て
く
だ
さ
い
、
新
た
な
哲
学
は
私
に
こ
う
言
う
の
で
す
。
お
前
の
中
へ
と
省
み
よ
と
！　

―
―
す
べ
て
の
靴
下
と
は
何
で
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あ
る
の
か
、
そ
し
て
天
に
お
い
て
も
地
に
お
い
て
も　

す
べ
て
の
も
の
が
靴
下
を
履
い
て
い
て
、
そ
れ
が
成
立
す
る
こ
と
の
洞
察
に
対

抗
し
て
い
る
者
と
は
何
な
の
か
？　

お
よ
そ
靴
下
で
あ
る
も
の
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
機
構
に
つ
い
て
の
考
察
に
対
抗
し
て
、
靴

下
の
技
術
を
普
遍
的
な
も
の
に
お
い
て
、
そ
れ
も
ま
す
ま
す
普
遍
的
に
な
っ
て
ゆ
く
な
か
で
再
発
見
す
る
こ
と
に
対
抗
し
て
、
靴
下
を

履
い
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
と
は
何
な
の
か
。
そ
の
再
発
見
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
技
術
そ
の
も
の
が
、
本
来
の
技
術
と
し
て

さ
し
あ
た
り
は
創
出
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
再
発
見
な
の
で
す
。
―
―
お
望
み
な
ら
、
ひ
と
え
に
純
粋
な
知
を
純
粋
に
知
る
こ
と
に
即
し

た
純
粋
な
快
楽
に
つ
い
て
、
嘲
る
が
い
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
快
楽
は
、
単
に
論
理
的
な
熱
狂
主
義
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
全

く
ふ
さ
わ
し
く
な
い
呼
び
名
と
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
そ
う
し
た
熱
狂
主
義
に
お
い
て
は
至
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
私
た
ち
は
否
定
し
は
し
ま
せ
ん
し
、
天
に
も
地
に
も
も
は
や
問
い
か
け
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
た
と
え
、
身
も
心
も
、
弱
り
果
て

よ
う
と
、
気
に
は
し
ま
す
ま
い
。
だ
っ
て
、
た
だ
認
識
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
へ
の
、
あ
の
高
次
の
愛
が
あ
り
ま
す
か
ら
―
―
た

だ
洞
察
す
る
こ
と
を
洞
察
す
る
こ
と
へ
の
あ
の
高
次
の
愛
、
た
だ
行
為
す
る
こ
と
を
行
為
す
る
こ
と
へ
の
、
あ
の
高
次
の
愛
が
あ
り
ま

す
か
ら
。
子
ど
も
の
よ
う
に
哀
れ
に
も
、
そ
う
し
た
こ
と
を
無
知
蒙
昧
に
嘲
る
が
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち

は
、
君
に
、
反
論
で
き
な
い
ま
で
に
提
示
し
て
挙
証
し
ま
し
ょ
う
。
―
―
す
べ
て
の
生
成
と
存
在
の
根
拠
に
は
、
最
も
低
次
の
動
物
か

ら
、
最
高
の
神
聖
に
し
て
ほ
と
ん
ど
神
に
到
る
ま
で
、
必
ず
や
、
単
に
論
理
的
な
熱
狂
主
義
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
自
己
自
身
だ

け
に
現
前
し
て
自
己
自
身
だ
け
を
考
察
す
る
行
為
、
単
に
行
為
や
考
察
の
た
め
の
行
為
、
他
の
主
体
と
か
客
体
と
か
の
な
い
、
何
か
の

う
ち
で
、
何
か
か
ら
、
何
か
の
た
め
に
と
か
何
か
に
対
し
て
な
ど
の
な
い
行
為
、
の
こ
と
で
す
。」

　

私
は
単
に
私
の
靴
下
を
も
う
一
度
示
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
悟
性
が
そ
の
本
質
へ
到
る
こ
と
に
な
る
人
間
の
足
に
関
連

し
た
り
意
図
し
た
り
し
な
い
ま
ま
に
、
靴
下
に
関
し
て
は
何
を
問
題
と
し
て
い
る
の
か
と
問
う
こ
と
で
、
先
の
非
難
に
応
え
ま
し
ょ
う
。

下
は
動
物
か
ら
【238

】
神
聖
な
も
の
に
到
る
ま
で
、
あ
る
織
物
を
単
に
織
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
何
を
問
題
と
し
て
い
る
の
か
？
―
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―
私
が
言
い
た
い
の
は
、
私
の
理
性
、
私
の
内
面
全
体
は
、
こ
う
し
た
表
象
の
前
で
は
怖
気
づ
き
、
身
震
い
し
、
驚
愕
す
る
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
私
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
恐
ろ
し
い
も
の
内
で
も
最
も
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
、
そ
う
し
た
表
象
か
ら
は
目
を
そ
む
け
、

―
―
そ
う
し
た
ダ
ナ
オ
ス
の
娘
た
ち
や
イ
ク
シ
オ
ン
の
至
福
に
反
対
す
る
神
の
よ
う
に
、無
化（V

ernichtung

）を
切
願
す
る
の
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―

　

そ
う
し
た
も
の
で
し
か
な
い
私
た
ち
の
学
は
、
人
間
の
精
神
が
気
晴
ら
し
と
し
て
案
出
す
る
遊
び
（Spiel

）
な
の
で
す
。
こ
う
し

た
遊
び
を
企
て
な
が
ら
、
人
間
の
精
神
は
、
た
だ
自
ら
の
無
知
を
有
機
化
す
る
だ
け
で
、
真
な
る
も
の
の
認
識
に
す
ん
で
の
と
こ
ろ
に

ま
で
接
近
す
る
こ
と
な
ど
、
な
い
ま
ま
な
の
で
す
。
あ
る
意
味
で
は
、
人
間
の
精
神
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
む
し
ろ
、
真
な
る
も
の
か
ら

疎
外
（entfernen

）
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
精
神
は
こ
う
し
た
学
と
い
う
仕
事
に
あ
っ
て
、
自
分
の
無
知
の
気
晴
ら

し
を
し
て
、
無
知
の
重
荷
を
も
は
や
感
じ
な
い
ま
ま
、
む
し
ろ
無
知
で
い
る
こ
と
を
好
ん
だ
り
す
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
無
知
は
、

無
際
限
に
き
り
が
な
い
か
ら
で
す
。
ま
た
、
精
神
を
も
っ
て
無
知
を
駆
り
立
て
る
遊
び
は
、
ま
す
ま
す
多
様
化
し
て
、
喜
び
に
耽
ら
せ
、

大
げ
さ
に
な
っ
て
、
陶
酔
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。
も
し
、
私
た
ち
の
無
知
と
の
遊
び
が
、
無
際
限
に
き
り
が
な
い
も
の
で
な
か
っ

た
な
ら
、
遊
び
の
ど
ん
な
転
回
か
ら
も
新
た
な
遊
び
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
な
か
っ
た
な
ら
、
学
問
は
、
私
た
ち
に
不
快
な
印
象

を
も
た
ら
す
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
幻
想
劇
（G

rillenspiel

）
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
る
と
、
私
た

ち
に
は
、
そ
の
成
り
行
き
や
あ
り
得
る
転
回
は
、
わ
か
り
き
っ
た
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
遊
び
は
、
私
た
ち
が
そ

れ
を
全
面
的
に
理
解
し
て
い
る
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
堕
落
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
は
、
学
問
的
な
認
識
に
満
足
し
て
い
て
、
学
問
の
外
に
あ
る
真
理
を
一
切
断
念
す
る
の
か
、
私
に
は

分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
他
の
真
理
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
洞
察
を
人
が
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ

れ
も
こ
う
し
た
真
理
、
す
な
わ
ち
学
問
的
に
知
る
こ
と
に
対
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
同
様
に
、
根
拠
を
究
明
し
て
、
少
な
く
と
も
私
の
よ
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う
に
、
私
た
ち
が
純
粋
に
学
問
的
な
本
質
に
お
い
て
、
た
だ
、
空
虚
な
ま
で
の
回
数
、
数
を
数
え
る
こ
と
に
ま
で
わ
た
っ
て
遊
び
を
営

む
こ
と
を
、
明
晰
に
目
に
し
て
い
た
場
合
に
は
。
新
し
い
命
題
を
用
立
て
て
、
繰
り
返
し
た
だ
更
に
計
算
す
る
た
め
だ
け
に
、
そ
し
て
、

数
の
意
義
を
問
う
だ
け
で
、
数
の
内
容
を
問
う
だ
け
で
い
る
こ
と
を
、
嫌
悪
す
べ
き
、
笑
止
千
万
な
、
お
粗
末
な
も
の
だ
と
見
な
さ
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
し
て
も
私
は
、
た
だ
真
理
だ
け
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
真
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
喜
び
と
い
う
も
の
を
理
解
で
き
ま
せ
ん
。純
粋
き
わ
ま
る
あ
の
真
理
＝
愛
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

真
理
＝
愛
と
い
う
も
の
は
、
真
な
る
も
の
そ
の
も
の
を
も
は
や
必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
真
な
る
も
の
の
欺
瞞
か
ら
、
欺
瞞
の

純
粋
に
本
質
的
な
真
理
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
よ
う
に
自
足
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
真
理
愛
は
、
神
を
ひ
そ
か
に
用
心

深
く
照
ら
し
出
し
て
い
ま
す
。
神
は
姿
を
お
隠
し
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、神
は
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
魂（Psyche

）

に
は
い
ま
や
、
自
ら
の
渇
望
で
耐
え
が
た
く
長
い
間
苦
し
ん
で
き
た
秘
密
が
分
か
る
の
で
す
。
今
や
、
魂
が
知
る
の
は
、
至
福
で
す
！

　

魂
の
外
で
は
一
切
が
無
な
の
で
す
。
そ
し
て
魂
自
身
は
、
幽
霊
（G

espenst

）
で
し
か
な
い
の
で
す
。
決
し
て
、
何
か
に
つ
い
て
の

幽
霊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
幽
霊
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
実
在
的
な
無
は
、
実
在
性
の
無
な
の
で
す
か
ら
。

―
―
―
―
―
―
―

　
【239

】
す
べ
て
の
学
問
は
さ
し
あ
た
り
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
成
立
し
ま
す
。
そ
し
て
本
来
の
意
味
の
も

と
で
の
哲
学
、
す
な
わ
ち
形
而
上
学
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
哲
学
者
は
、
事
象
の
形
態
の
背
後
へ
と
回
っ
て
、
事
象

そ
の
も
の
（zur Sache selbst

）
へ
向
か
お
う
と
、
す
な
わ
ち
真
理
の
背
後
へ
回
っ
て
、
真
な
る
も
の
へ
到
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

真
な
る
も
の
を
知
ろ
う
と
し
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
哲
学
者
は
、
真
な
る
も
の
が
人
間
に
知
ら
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
真

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
に
違
い
な
く
、
そ
の
結
果
、
人
間
が
発
見
し
た
と
い
う
単
な
る
仕
事
、
本
質
を
欠
い
た
構
想
力
の
虚

構
の
仕
事
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
知
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
の
で
す
。
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こ
う
し
た
無
知
や
思
い
上
が
り
か
ら
、
私
た
ち
を
解
放
し
た
の
は
、
二
人
の
偉
大
な
人
士
、
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
で
し
た
。
根
本
的

に
、
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
な
っ
て
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
の
で
す
。
彼
ら
は
、
人
間
精
神
の
よ
り
高
次
の
機
構
を
発
見
し
ま
し
た
。
知
的
な

体
系
に
お
い
て
、
抵
抗
す
る
媒
体
に
お
け
る
運
動
の
理
論
を
完
全
に
講
述
し
て
、
そ
し
て
も
う
一
つ
の
領
域
に
お
い
て
は
、
ホ
イ
ヘ
ン

ス
（
26
）
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
（
27
）
が
以
前
、彼
ら
の
理
論
に
お
い
て
営
ん
だ
こ
と
を
供
し
た
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
最
近
の
発
見
に
よ
っ
て
、

人
間
の
力
を
無
益
な
こ
と
に
堕
落
的
に
浪
費
す
る
こ
と
に
、
常
に
歯
止
め
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
間
違
い
に
到
る
一
つ
の
道
が
、
全
く

絶
た
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
は
誰
し
も
が
、
も
は
や
理
性
と
と
も
に
陶
酔
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
な
お
最
終
的

に
、
真
の
カ
バ
ラ
を
見
出
す
こ
と
を
望
む
人
、
文
字
と
略
号
で
も
っ
て
、
本
質
や
生
け
る
力
を
生
み
出
す
こ
と
を
望
む
人
は
も
は
や
誰

も
い
ま
せ
ん
。

　
　
（
26
）H

uyghens, Christian, 1629-1695.

　
　
（
27
）N

ew
ton, Isaac, 1643-1727.

　

本
当
に
、
私
た
ち
世
代
に
と
っ
て
多
大
な
恩
恵
で
す
。
自
ら
の
鞭
の
学
問
へ
と
、
今
や
惚
れ
込
み
な
が
ら
、
至
福
で
あ
ろ
う
と
し
な

い
の
は
、
ひ
と
え
に
、
二
つ
の
目
で
も
っ
て
自
分
の
鼻
先
だ
け
を
ひ
た
す
ら
眺
め
よ
う
と
す
る
か
ら
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―

　

私
は
真
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
知
る
こ
と
の
以
前
に
、
そ
し
て
知
る
こ
と
の
外
部
に
あ
る
も
の
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
こ
そ
が
、
知
る
こ
と
に
、
理
性
と
い
う
知
る
こ
と
の
能
力
に
、
価
値
を
初
め
て
与
え
る
も
の
な
の
で
す
。

　

聴
解
す
る
こ
と
は
聴
解
可
能
な
も
の
を
、
理
性
は
真
な
る
も
の
を
前
提
し
て
い
ま
す
。
理
性
と
は
、
真
な
る
も
の
を
前
提
す
る
能
力

な
の
で
す
。
真
な
る
も
の
を
前
提
し
な
い
理
性
と
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
す
。

　

人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
理
性
と
と
も
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
真
な
る
も
の
の
学
問
の
能
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
た
だ
、
真
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な
る
も
の
を
知
ら
な
い
と
い
う
そ
の
人
の
感
情
や
意
識
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
真
な
る
も
の
の
予
感
（A

hndung

）
が
与
え

ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

真
な
る
も
の
へ
の
指
示
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
、
い
か
な
る
理
性
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
指
示
、
す
な
わ
ち
【240

】
理

性
に
と
っ
て
、
た
だ
予
感
の
う
ち
で
漂
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
真
な
る
も
の
を
、
理
性
の
対
象
と
し
て
、
す
な
わ
ち
認
識
を
求
め
る
あ

ら
ゆ
る
欲
求
の
究
極
の
意
図
と
し
て
考
察
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
理
性
の
本
質
で
す
。
理
性
は
も
っ
ぱ
ら
、
現
象
の
背
後
に
隠
さ

れ
て
い
る
も
の
へ
、
つ
ま
り
現
象
の
意
義
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
理
性
が
向
け
ら
れ
て
い
る
存
在
は
、
自
分
に
つ
い
て
の
仮
象
を

与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
象
が
〈
そ
れ
自
体
で
幽
霊
〉、〈
無
に
つ
い
て
の
現
象
〉
で
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
現
象
に
お
い
て
姿
を
現

わ
す
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

理
性
が
も
っ
ぱ
ら
そ
の
究
極
目
的
と
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
真
な
る
本
質
に
は
、
理
性
は
、
構
想
力
の
本
質
を
矛
盾
対
当
的
に
対
置

し
ま
す
。
理
性
は
、
た
と
え
ば
必
然
的
な
構
想
と
自
由
な
構
想
と
い
う
よ
う
な
、
構
想
と
構
想
と
を
区
別
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
絶
対
的
に
区
別
す
る
の
で
す
。
理
性
は
、
覚
醒
を
夢
に
対
置
す
る
よ
う
に
、
構
想
力
の
本
質
に
真
な
る
本
質
を
対
置
し
ま
す
。

覚
醒
と
夢
と
を
、
構
想
と
真
な
る
本
質
と
を
、
無
媒
介
的
に
確
然
的 

（apodiktisch

）
に
区
別
す
る
こ
と
に
、
理
性
の
存
立
は
か
か
っ

て
い
ま
す
。

　

人
間
を
取
り
巻
く
感
性
的
な
世
界
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
と
と
も
に
、
力
づ
く
で
人
間
の
構
想
力
を
秩
序
付
け
る
理
性
か
ら
、
人
間

が
切
り
離
さ
れ
る
な
ら
、つ
ま
り
人
間
が
夢
の
世
界
で
正
気
を
失
っ
た
り
、熱
に
う
な
さ
れ
妄
想（W

ahrsinn

）に
陥
っ
た
り
す
る
な
ら
、

人
間
に
い
つ
で
も
寄
り
添
っ
て
い
る
独
自
の
純
粋
な
理
性
が
、
人
間
に
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
こ
の
上
も
な
い
こ
と
を
考
え
た
り
、
想

定
し
た
り
、
確
実
だ
と
見
な
し
た
り
す
る
こ
と
を
、
止
め
さ
せ
な
い
で
し
ょ
う
。
人
間
が
正
気
を
失
い
、
真
に
受
け
取
る
知
覚
が
人
間

に
は
不
可
能
に
な
る
や
い
な
や
、
人
間
は
、
悟
性
を
失
い
、
自
分
の
人
間
理
性
を
喪
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
制
約
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さ
れ
た
理
性
は
、
内
面
的
な
作
用
で
あ
れ
外
面
的
な
作
用
で
あ
れ
、
媒
介
的
な
作
用
で
あ
れ
、
無
媒
介
的
な
作
用
で
あ
れ
、
純
然
た
る

真
に
受
け
取
る
知
覚
で
す
が
、
し
か
し
、
理
性
的
な
（
既
に
言
葉
の
文
字
的
な
意
味
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
規
定
で
す
が
）
知
覚
と
し

て
、
思
慮
（Besinnung

）
と
意
図
（A

bsicht

）
と
を
持
っ
て
受
け
取
る
わ
け
で
す
。
秩
序
付
け
て
、
続
行
し
て
、
活
動
的
で
、
自
由

意
志
に
因
る
予
感
（A

hndungsvoll

）
に
あ
ふ
れ
て
い
る
知
覚
な
の
で
す
。

　

単
に
真
に
受
け
取
る
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
真
理
を
己
れ
自
身
の
内
か
ら
の
み
生
み
出
す
理
性
は
、
真
理
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ

る
理
性
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
う
ち
で
生
の
完
全
性
（V

ollkom
m

enheit des Lebens

）
を
持
っ
て
い
る
理
性
で
す
が
、
そ
う
し
た
自

立
的
な
理
性
、
善
な
る
も
の
や
真
な
る
も
の
に
満
ち
て
い
る
理
性
は
、
も
ち
ろ
ん
現
存
し
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
も
な
く
ば
、

ど
こ
に
も
、
善
な
る
も
の
も
真
な
る
も
の
も
現
存
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
自
然
の
根
源
や
あ
ら
ゆ
る
本
質
の
根
源
は
、
純

粋
な
無
（ein reines N

ichts

）
と
な
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
こ
の
偉
大
な
秘
儀
を
発
見
す
る
こ
と
が
理
性
の
究
極
的
な
意
図
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
、
私
は
理
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
り
、
私
が
こ
う
し
た
私
の
人
間
理
性
と
と
も
に
、
生
の
完
全
性
、

そ
し
て
善
な
る
も
の
と
真
な
る
も
の
と
の
充
実
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
が
確
実
で
あ
る
な
ら
【241

】、
す
る
と
、
私
は
こ
う
し
た

善
な
る
も
の
や
真
な
る
も
の
を
理
性
と
と
も
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
に
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
り
、
そ
う
な
る

と
私
は
、
そ
れ
が
よ
り
高
次
の
本
質
で
あ
る
と
、
そ
し
て
私
は
そ
う
し
た
善
な
る
も
の
や
真
な
る
も
の
の
う
ち
に
私
の
起
源
を
持
っ
て

い
る
と
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
自
我
は
、
私
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
私
の
理
性
に
と
っ
て

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
私
以
上
の
も
の
！
私
よ
り
良
い
も
の
！
と
な
っ
て
、
全
く
別
の
物
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

自
我
と
は
別
の
神
が
存
在
し
な
い
の
な
ら
、
私
は
存
在
し
ま
せ
ん
し
、
存
在
し
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！　

―
―
私
自
身
は
本
当

に
、
私
に
と
っ
て
私
の
最
高
の
本
質
で
は
あ
り
え
な
く
な
る
の
で
す
！　

…
…
こ
う
し
て
私
の
理
性
は
本
能
的
に
教
え
る
の
で
す
、
神
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を
。
抗
し
難
い
力
を
も
っ
て
、
最
高
の
も
の
（das H

öchste

）
は
私
の
う
ち
で
、
私
を
超
え
た
私
の
外
部
に
至
高
の
も
の
を
指
し
示

す
の
で
す
。
そ
れ
は
、
把
握
で
き
な
い
も
の
を
、
そ
う
、
概
念
に
お
い
て
不
可
能
な
も
の
を
、
私
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
強
い
る
の
で
す
。

私
の
う
ち
で
そ
し
て
私
の
外
部
で
、
愛
（Liebe

）
に
基
づ
い
て
、
愛
に
よ
っ
て
で
す
。

　

理
性
は
神
性
を
目
に
し
て
い
て
、
神
を
必
然
的
に
眼
前
に
し
て
い
ま
す
の
で
、
私
た
ち
は
ひ
と
え
に
、
理
性
を
、
通
常
の
感
性
的
な

悟
性
（der gem

ein sinnliche V
erstand

）
に
お
け
る
〈
自
己
〉
よ
り
も
高
次
な
も
の
だ
と
見
な
す
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
限
り
に

お
い
て
、「
理
性
が
目
的
、
人
格
性
は
手
段
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
」
と
い
う
こ
と
が
、
意
味
を
持
つ
こ
と
に
も
な
り
、
真
理
だ
と
見
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
（28

）。

　
　
（
28
）「
知
識
学
へ
の
第
二
序
論
」（GA

.I

‐4,257

）：「
知
識
学
に
お
い
て
は
関
係
は
ま
さ
し
く
逆
転
す
る
。
そ
こ
で
は
理
性
は
、

独
自
の
も
の
そ
の
も
の
で
あ
り
、個
性
は
、偶
発
的
な
も
の
で
あ
る
。
理
性
が
目
的
で
あ
り
、人
格
性
は
手
段
な
の
で
あ
る
」。

　
「
神
は
」と
高
貴
な
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
は
語
り
ま
す
。「
到
る
と
こ
ろ
で
、よ
り
善
い
も
の
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
」（
プ
ラ
ト
ン『
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
』30

）。
善
な
る
も
の
の
起
源
に
し
て
力
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
善
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？　

私
に
は
答
え
が
あ
り
ま
せ
ん
、
も
し
、
神
が
存
在
し
な
い
の
な
ら
。

　

現
象
す
る
世
界
が
、
こ
れ
ら
の
現
象
に
お
い
て
こ
そ
そ
れ
ら
す
べ
て
の
真
理
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
以
上
に
深
い
意
義
を
持
っ
て
い

な
い
の
な
ら
―
―
つ
ま
り
、
現
象
す
る
世
界
が
現
象
の
外
部
に
啓
示
す
る
べ
き
も
の
を
何
も
持
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
こ
う
し
た
現
象

の
世
界
は
私
に
と
っ
て
、
お
ぞ
ま
し
い
幽
霊
に
な
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
幽
霊
の
前
で
私
は
、
こ
う
し
た
身
の
毛
も
よ
だ
つ
よ
う
な
も

の
が
私
に
と
っ
て
生
成
し
た
と
い
う
意
識
を
呪
い
、神
性
に
嘆
願
す
る
の
と
同
様
に
、意
識
の
無
化
を
願
い
ま
す
。ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
、

私
に
は
、
善
、
美
、
聖
、
と
呼
ぶ
も
の
す
べ
て
も
ま
た
、
私
の
精
神
を
錯
乱
（zerrütten

）
さ
せ
て
、
心
胸
（H

erz

）
を
胸
（Busen

）

か
ら
引
き
裂
い
て
し
ま
う
ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
私
は
、
私
の
う
ち
で
は
、
心
胸
よ
り
高
次
の
本
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当
の
本
質
へ
の
関
係
な
ど
な
い
ま
ま
存
在
し
て
い
る
、
と
想
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
本
質
の
比
喩
だ
け
で
な
く
、
そ
の

模
像
も
私
の
う
ち
に
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は
到
る
と
こ
ろ
、
私
の
う
ち
で
、
た
だ
空
虚
な
意
識
と
詩
（G

E
D

ICH
T

）
し
か

持
て
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
は
〈
即
自
的
に
善
な
る
も
の
（das an sich G
ute

）〉
な
ど
知
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
善
な
る
も

の
に
つ
い
て
も
た
だ
微
か
な
予
感
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
ま
す
。
ご
説
明
し
て
お
き
た
い
の
は
、
人
が
私
に
、
無
を
意
志
す

る
意
志
（W

illen der N
ichts w

ill

）
を
、
絶
対
的
に
無
規
定
な
も
の
に
お
け
る
自
立
性
と
自
由
と
い
う
空
ろ
な
胡
桃
を
、
そ
の
代
わ

り
に
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
怒
り
を
禁
じ
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
抗
お
う
も

の
な
ら
、人
が
私
に
、無
神
論
（A

theism
us

）、本
当
の
独
自
の
神
な
き
時
代
（G

ottlosichkeit

）
の
罪
を
帰
す
る
こ
と
に
な
る
の
な
ら
、

怒
り
を
禁
じ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
で
す
、
私
は
、
無
を
意
志
す
る
意
志
に
【242

】
背
い
て
嘘
を
つ
こ
う
と
す
る
無
神
論
者
で
あ
り
、
神
を
喪
失
し
た
者 

（der 
Gottlose

）
で
す
。
デ
ス
デ
モ
ナ
が
死
に
か
け
な
が
ら
嘘
を
つ
い
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
オ
レ
ス
テ
ー
ス
に
対
し
て
自
ら
を
語
る
ピ
ュ

ラ
デ
ス
の
よ
う
に
、
嘘
を
つ
き
欺
こ
う
と
す
る
者
で
す
。
テ
ィ
モ
レ
オ
ン
の
よ
う
に
殺
そ
う
と
す
る
者
で
す
。
エ
パ
ミ
ノ
ン
ダ
ス
の
よ

う
に
、
ヨ
ハ
ン
・
デ･

ヴ
ィ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
法
や
誓
い
を
破
ろ
う
と
す
る
者
で
す
。
オ
ッ
ト
ー
の
よ
う
に
自
殺
す
る
こ
と
を
覚
悟
し

た
者
で
す
。
ダ
ヴ
ィ
デ
の
よ
う
に
、
寺
院
略
奪
を
犯
す
者
で
す
。
そ
う
で
す
、
安
息
日
に
穂
を
摘
み
ま
す
、
そ
れ
も
飢
え
を
満
た
す
た

め
だ
け
で
あ
っ
て
、
掟
が
人
間
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
人
間
が
掟
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

ら
な
の
で
す
（
29
）。
私
は
こ
う
し
た
神
を
喪
っ
た
者
で
す
。
で
す
か
ら
、
神
を
喪
失
し
た
人
だ
と
私
を
呼
ぶ
哲
学
を
私
は
嘲
る
わ
け
で

す
。
哲
学
と
哲
学
の
最
高
の
本
質
と
を
嘲
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が
私
の
う
ち
で
持
っ
て
い
る
最
も
神
聖
な
確
信
で
も
っ
て
私
が
知

る
の
は
、
絶
対
的
に
普
遍
的
な
理
性
法
則
の
純
然
た
る
文
字
（Buchstab
）
に
背
く
そ
う
し
た
犯
罪
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
恩
赦
の
特
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権
（privelegium

 aggratiandi

）
が
あ
り
、
人
間
の
本
来
的
な
至
上
権
（M
ajestäetsrecht

）
が
あ
る
、
こ
れ
が
、
人
間
の
尊
厳
の

紋
章
、
人
間
の
本
性
が
神
的
で
あ
る
こ
と
の
紋
章
だ
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

　
　
（
29
）『
マ
ル
コ
の
福
音
書
』
第
Ⅱ
章
の
二
三
節
〜
二
八
節
を
参
照
。

　

私
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
な
た
が
た
が
望
む
よ
り
良
く
叙
述
で
き
る
と
分
か
っ
て
い
る
こ
と
を
、
私
に
教
え
な
い
で
下
さ
い
。

つ
ま
り
、
も
し
、
普
遍
妥
当
的
で
厳
密
に
学
問
的
な
道
徳
の
体
系
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
、
か
の
、
無
を
意
志
す
る
意
志
、

非
人
格
的
な
人
格
性
（unpersönliche Persönlichkeit

）、
か
の
〈
自
己
〉
を
欠
い
た
自
我
の
単
な
る
自
我
性
（Ichkeit

）、
一
言
で

言
う
な
ら
、
純
然
た
る
純
粋
に
裸
の
ま
ま
の
非
本
質
性
が
必
然
的
に
根
底
に
置
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
。
学

問
の
確
か
な
歩
み
へ
の
愛
の
た
め
に
、
大
兄
は
、
他
で
も
な
い
理
性
性
と
い
う
生
き
て
い
る
死
ん
だ
も
の
に
、
良
心
を
、（
よ
り
確
実

な
精
神
を
）
委
ね
た
の
で
す
。
つ
ま
り
そ
の
良
心
を
、
盲
目
的
な
ま
で
に
法
的
で
、
聞
く
耳
を
持
た
な
い
黙
し
た
ま
ま
語
ら
な
い
不
感

症
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
う
す
る
他
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
心
胸
で
あ
る
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
根
源
を
、
最

後
の
一
筋
ま
で
も
人
間
か
ら
切
り
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
す
、
あ
な
た
た
ち
の
天
下
で
は
、
そ
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー

だ
け
が
あ
な
た
が
た
の
ア
ポ
ロ
で
あ
り
、
ミ
ュ
ー
ズ
で
あ
る
の
が
本
当
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
な
た
が
た
は
心
胸
を
胸
か
ら
切
り
取
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
、
普
遍
的
な
法
則
や
規
則
が
、
例
外
の
な
い
ま
ま
無
制
約
的
に
な
っ

て
、硬
直
し
た
服
従
だ
け
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
て
良
心
だ
け
が
到
る
と
こ
ろ
で
外
部
に
あ
っ
て
も
確
実
に
知
っ
て
い
て
、

ぎ
こ
ち
な
い
手
で
、
あ
ら
ゆ
る
軍
用
道
路
の
方
向
を
、
間
違
い
な
く
指
し
示
す
と
い
う
わ
け
で
す
。
大
学
の
講
壇
か
ら
。

　

と
こ
ろ
が
、
た
だ
、
純
粋
な
理
性
体
系
の
う
ち
で
の
み
、
そ
し
て
そ
れ
を
超
え
て
出
来
し
う
る
よ
う
な
、
普
遍
的
で
厳
密
に
証
明

さ
れ
た
義
務
論
（Pflichtenlehre

）
な
ど
、
樹
て
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
望
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

私

は
価
値
を
誤
認
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
私
は
そ
う
し
た
学
問
原
理
の
効
用
を
否
定
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
と
も
、
私
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は
、【243

】
そ
こ
か
ら
純
粋
理
性
の
道
徳
論
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
根
本
原
則
の
真
理
性
と
崇
高
性
を
論
駁
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？　

決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
性
の
道
徳
原
理
は
す
な
わ
ち
、
人
間
と
自
己
自
身
と
の
合
致
（E

instim
m

igkeit des 
M

enschen m
it sich selbst

）
で
あ
っ
て
、
絶
え
ざ
る
統
一
は
概
念
に
お
け
る
最
高
の
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
統
一
は
、

理
性
的
な
現
存
在
一
般
の
絶
対
的
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
条
件
だ
か
ら
で
す
。
従
っ
て
、
す
べ
て
の
理
性
的
で
自
由
な
行
為
の
条
件
で

も
あ
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
条
件
の
う
ち
で
、
条
件
と
と
も
に
あ
っ
て
こ
そ
、
人
間
は
真
理
と
よ
り
高
次
の
生
と
を
持
つ
わ
け
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
統
一
そ
れ
自
体
は
、
本
質
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
真
な
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
統
一
自
体
は
、
自
ら

の
う
ち
で
あ
っ
て
は
、
荒
涼
と
し
て
い
て
、
荒
ん
で
い
て
、
空
虚
な
の
で
す
。
そ
こ
で
、
統
一
の
法
則
は
決
し
て
、
人
間
の
心
胸
に
な

る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
し
、
人
間
を
し
て
、
自
己
自
身
を
超
え
さ
せ
て
本
当
に
高
め
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
本
当
の
と

こ
ろ
、
人
間
を
し
て
自
己
自
身
を
超
え
て
高
め
る
の
は
、
た
だ
彼
の
心
胸
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
本
来
的
な
理
念
の
能
力
、
空
虚
で

は
な
い
理
念
の
能
力
な
の
で
す
。
超
越
論
的
哲
学
は
私
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
心
胸
を
私
の
胸
か
ら
引
き
裂
く
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
自
我
性
だ
け
の
純
粋
な
衝
動
を
そ
の
代
わ
り
に
あ
て
が
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
は
、
高
慢
な
余
り
至
福
に
な
ろ

う
と
し
て
、
愛
の
依
存
性
（A

bhängigkeit

）
か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
し
た
り
し
ま
せ
ん
。
私
が
熟
考
し
得
る

最
高
の
も
の
、
私
が
直
観
し
得
る
最
高
の
も
の
が
、
自
分
の
自
立
性
と
自
由
を
持
っ
て
い
る
、
私
の
空
虚
で
純
粋
で
、
裸
で
単
な
る
自

我
で
あ
る
の
な
ら
、
思
慮
深
い
自
己
直
観
や
理
性
性
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
神
罰
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
私
の
現
存
在
を
呪
う

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

―
―
―
―
―
―
―
―

　

こ
こ
で
私
は
、
中
断
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
り
、
一
冊
の
書
物
を
こ
の
書
簡
か
ら
作
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
私
が

私
の
著
作
か
ら
、
少
な
く
と
も
間
に
合
わ
せ
で
あ
れ
、
道
徳
性
に
つ
い
て
正
し
く
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
な
ら
、
私
が
道
徳
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性
に
つ
い
て
漏
ら
し
た
い
く
つ
か
の
言
葉
を
あ
え
て
発
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
あ
な
た
が
友
情
を
お
持
ち

な
ら
、
私
を
侮
辱
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
誤
解
し
な
い
た
め
に
も
、
あ
な
た
は
、
私
の
著
作
に
お
い
て
、
私
が
何
を
示
し
た
か
っ
た
の

か
、
ど
う
か
、
お
調
べ
に
な
っ
て
、
新
た
に
お
読
み
下
さ
る
こ
と
を
、
期
待
す
る
も
の
で
す
。（
１
）
私
が
『
ス
ピ
ノ
ザ
書
簡
』
の
新

た
な
版
へ
の
序
文
に
挿
入
し
た
不
自
由
と
自
由
に
つ
い
て
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
（
30
）、（
２
）『
ア
ル
ヴ
ィ
ル
』
へ
の
序
文
に
お
け
る
一
六

〜
一
九
頁
の
註
（
31
）、
そ
し
て
同
じ
本
の
二
九
五
頁
〜
三
〇
〇
頁
で
す
。【244

】（
３
）『
ヴ
ォ
ル
デ
マ
ー
ル
』
の
第
一
部
一
三
八
〜

一
四
一
頁
（
32
）。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
お
読
み
に
な
る
た
め
に
、
あ
な
た
な
ら
、
三
〇
分
も
か
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
が
、
私
の

た
め
に
そ
の
時
間
を
割
い
て
下
さ
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。（*

）

　
　
（*

）こ
の
書
簡
は
、
そ
の
特
殊
な
脈
絡
の
せ
い
で
、
お
そ
ら
く
私
の
著
作
に
つ
い
て
知
ら
な
い
多
く
の
読
者
を
見
出
す
で
し
ょ
う

し
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
著
作
を
手
に
し
て
い
な
い
他
の
人
た
ち
を
見
出
す
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
私
は
、
人
が
、
先

に
言
及
さ
れ
た
箇
所
を
見
つ
け
る
こ
と
を
心
が
け
て
、
そ
の
箇
所
を
、
ほ
ん
の
少
し
の
頁
だ
け
を
占
め
て
い
る
付
録
と
し
て

付
け
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
付
録
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
に
つ
い
て
の
書
簡
か
ら
の
抜
粋
も
見
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
書
簡
も
、
私
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
同
封
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
、
こ
れ
や
あ
れ
や
の
人

た
ち
が
、
私
は
偉
大
な
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
の
人
に
決
し
て
背
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
背
い
て
い
る
よ
う
に
想
像

し
た
り
す
る
こ
と
を
防
ぎ
た
い
の
で
す
。
私
が
、
そ
の
方
を
誤
解
し
て
い
た
と
か
、
そ
う
し
た
こ
と
だ
と
か
と
想
像
さ
れ
る

こ
と
を
防
ぎ
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　
　
（
30
）
“Ueber die Lehre des Spinoza

” Neue verm
ehrte A

usgabe, Breslau 1789, S.X
X

V
I-X

LV
III : 

“Ueber die 
Freyheit des M

enschen.

” 

本
訳
稿
「
付
録
１
」
を
参
照
。

　
　
（
31
）
“Eduard A

llw
ills Briefsam

m
lung

”　Erster Band K
önigsberg 1792, S.X

V
I-X

IX
.
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（
32
）
“Woldem

ar

”. Erster T
heil. N

eue verbesserte A
usgabe. K

önigsberg 1796.
　

ま
さ
に
こ
の
箇
所
が
証
明
し
て
い
る
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
は
、
私
た
ち
自
身
と
調
和
し
よ
う
と
す
る
必
然

的
な
衝
動
（T

rieb

）
以
外
の
何
も
の
で
も
、つ
ま
り
同
一
性
の
法
則
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
、と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て
、

（『
ス
ピ
ノ
ザ
書
簡
』
の
序
文
の
三
三
頁
な
ら
び
に
三
四
頁
（
33
）
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
）
か
く
も
簡
単
に
演
繹
さ
れ
て
い
る
定
言

命
法
の
う
ち
に
、
何
か
秘
密
に
満
ち
た
も
の
、
把
握
さ
れ
な
い
も
の
が
見
出
さ
れ
て
、
そ
の
あ
と
で
こ
う
し
た
把
握
で
き
な
い
も
の
で

も
っ
て
、
理
論
理
性
の
及
ば
な
い
裂
け
目
を
埋
め
る
こ
と
（Lückenbüßer

）
を
、
実
践
理
性
の
諸
法
則
の
実
在
性
の
条
件
に
す
る
こ

と
が
企
て
ら
れ
た
の
か
、
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
哲
学
に
お
い
て
、
私
は
、
自
分
自
身
、
こ
の
こ
と
以
上
に
大
き
な
憤
り
に
直
面
し

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、『
学
者
の
使
命
』（
34
）
に
つ
い
て
の
あ
な
た
の
著
作
が
出
版
さ
れ
た
時
の
私
の
喜
び
を

ご
想
像
下
さ
い
。
そ
の
著
作
に
お
い
て
私
は
、
最
初
の
頁
か
ら
し
て
、
こ
う
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
私
の
判
断
と
極
め
て
一
致
し
て

い
る
も
の
を
見
出
し
た
の
で
す
。

　
　
（
33
）「
付
録
」
原
版
二
六
八
頁
のX

X
II

とX
X

III

を
参
照
。

　
　
（
34
）
“Einige V

orlesungen über die Bestim
m

ung des Gelehrten 

” Jena und Leipzig 1794.

　

で
す
が
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
根
拠
か
ら
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
い
、
そ
れ
か
ら
は
私
は
、
こ
の
同
一
性
―
衝
動
を
私
の
最
高
の
本
質
に

し
て
、
そ
れ
を
こ
そ
愛
し
、
賛
美
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
に
、
そ
も
そ
も
徹
底
的
に
、
私
は
、『
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
の
書
簡
』
で
、
知
覚
の
奇
跡
そ
し
て
自
由
と
い
う
測
り
知
れ
な
い

秘
密
か
ら
出
発
し
た
人
間
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
サ
ル
ト
・
モ
ル
タ
ー
レ
（
死
の
跳
躍
）
で
も
っ
て
、
彼
の
哲
学
を
基
礎
付
け

る
と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ
、世
間
に
対
し
て
無
謀
に
も
、彼
の
非
哲
学
的
な
我
意
（Eigensinn

）
を
呈
示
す
る
こ
と
を
敢
え
て
行
な
っ

た
人
間
で
す
。
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【245

】
私
は
、
自
然
機
構
（N

aturm
echanism

us

）
の
外
で
は
、
他
な
ら
ぬ
、
奇
跡
や
秘
儀
そ
し
て
し
る
し
に
し
か
出
会
う
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
無
や
絶
対
的
に
無
規
定
的
な
も
の
、
そ
し
て
徹
底
的
に
空
虚
な
も
の
（
こ
れ
ら
三
つ
は
一
つ
の
も
の
で
す
。
つ
ま
り

プ
ラ
ト
ン
的
な
無
限
な
の
で
す
！
）
に
は
、
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
嫌
悪
を
抱
き
ま
す
。
と
り
わ
け
、
哲
学
の
対
象
と
か
、
知
恵
の
見
解

と
し
て
な
ら
な
お
の
こ
と
、
嫌
悪
の
念
に
襲
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
我
の
本
性
な
ら
び
に
非
我
の
本
性
と
い
う
機
構
を
究
め

よ
う
と
す
る
と
、
純
然
た
る
無
そ
れ
自
体
に
立
ち
至
っ
て
、
そ
う
し
た
無
に
よ
っ
て
、
私
の
超
越
論
的
な
本
質
に
お
い
て
（
い
わ
ば
人

格
的
に
）
襲
わ
れ
て
、囚
わ
れ
て
、連
れ
て
ゆ
か
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
私
は
、無
限
な
も
の
を
空
に
す
る
（ausleeren

）

た
め
に
、
無
そ
れ
自
体
を
、
無
限
な
無
と
し
て
、
純
粋
な
徹
底
的
に
即
且
つ
対
自
的
な
も
の
と
し
て
、
満
た
そ
う
（erfüllen

）
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
、
不
可
能
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
！
！　

―
―
私
に
言
わ
せ
る
な
ら
、
即
且

つ
対
自
的
な
も
の
は
、
私
や
真
な
る
も
の
の
学
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
正
し
く
言
い
換
え
れ
ば
、
真
な
る
学
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た

状
態
で
す
か
ら
、
も
し
、
そ
れ
が
、
無
を
避
け
る
（fugam

 vacui

）
た
め
で
し
か
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
私
は
な
ぜ
、
趣
味
に
基
づ

い
て
、
哲
学
的
な
無
の
知
よ
り
も
、
私
の
無
知
の
哲
学
（Philosophie des N

icht=W
issens

）
を
優
先
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い

の
か
、
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
私
は
自
分
に
対
抗
す
る
も
の
を
、
何
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
無
を
除
い
て
は
。
こ
の
無
は
、
キ
マ
イ

ラ
（Chm

ären

）
に
も
比
肩
し
う
る
の
で
す
。

　

私
の
親
愛
な
る
フ
ィ
ヒ
テ
、
も
し
、
あ
な
た
が
、
あ
る
い
は
誰
で
も
い
い
の
で
す
が
、
私
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（N

ihilism
us

）
だ
と
叱

責
し
て
い
る
観
念
論
に
対
し
て
対
置
し
た
も
の
を
、
キ
マ
イ
ラ
主
義
（Chim

ärism
us

）
と
お
呼
び
に
な
ろ
う
と
し
て
も
、
私
を
不
愉

快
に
す
る
わ
け
が
な
い
の
は
本
当
で
す
。
―
―
自
分
の
無
知
（N

icht=W
ißen

）
を
、
私
は
、
あ
ら
ゆ
る
私
の
著
作
に
お
い
て
誇
示

し
て
き
ま
し
た
。
私
が
単
な
る
懐
疑
者
（Zw

eifler

）
を
軽
蔑
し
て
い
い
ほ
ど
ま
で
に
、
私
は
、
完
全
か
つ
詳
細
に
、
無
知
で
あ
る
こ

と
を
、
知
で
も
っ
て
講
述
し
て
誇
っ
て
き
ま
し
た
。（*

）―
―
真
摯
か
つ
熱
心
に
、
私
は
、
ご
く
幼
い
頃
か
ら
真
理
に
向
け
て
格
闘
し
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て
き
た
、
少
数
の
人
間
で
、
自
分
の
無
能
を
経
験
し
て
き
た
数
少
な
い
人
間
な
の
で
す
。
そ
し
て
私
の
心
胸
は
そ
れ
に
よ
っ
て
癒
さ
れ

ま
し
た
。
そ
う
で
す
、
非
常
に
落
ち
着
い
た
の
で
す
、
親
愛
な
る
フ
ィ
ヒ
テ
。
私
の
声
な
ん
か
、
静
か
な
も
の
で
す
！　

私
は
人
間
と

し
て
、
私
自
身
に
対
し
て
深
い
同
情
を
持
つ
よ
う
に
、
他
人
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
に
持
っ
て
い
ま
す
。
私
が
寛
大
で
あ
る
の
に
苦
労

は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、私
が
苦
労
な
く
本
当
に
寛
大
か
と
言
う
と
、か
な
り
の
負
担
で
す
。
私
の
魂
は
安
ら
か
に
眠
る
こ
と
で
し
ょ

う
―
―
間
も
な
く
。

　
　
（*

）『
ア
ル
ヴ
ィ
ル
』
三
〇
六
そ
し
て
三
〇
七
頁
を
参
照
（
35
）。

　
　
（
35
）
“Eduard A

llw
ills Briefsam

m
lung

”　S.306/7

：「
私
は
君
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
知
ら
な
い
の
で
す
、
ま
っ
た
く
無

知
な
の
で
す
。
私
は
、単
な
る
懐
疑
者
（Zw

eifler

）
を
軽
蔑
し
て
い
い
ほ
ど
ま
で
に
、無
知
な
の
で
す
！　

―
―
そ
れ
で
も
、

行
き
過
ぎ
な
ほ
ど
に
無
知
を
誇
る
こ
と
か
ら
は
、
か
け
離
れ
て
い
ま
す
。
胸
の
内
で
約
束
し
て
き
た
真
理
と
無
知
を
取
り
違

え
る
こ
と
、
自
惚
れ
に
酔
い
痴
れ
る
こ
と
、
寺
院
や
祭
壇
を
祓
い
清
め
る
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
偶
像
崇
拝
の
ば
か
ば
か
し
い
最

た
る
も
の
を
し
で
か
す
こ
と
な
ど
か
ら
、
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
を
意
識
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
私
を
、
鬱
に
な

る
ほ
ど
ま
で
に
屈
辱
的
で
す
。
鬱
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
嘲
り
に
は
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
自
己
満
足
に
な
る
ま
で

に
知
っ
て
い
る
人
や
無
知
の
人
は
、
笑
っ
て
こ
う
言
い
た
が
る
で
し
ょ
う
。
お
前
は
と
ん
で
も
な
い
っ
て
ね
。
彼
ら
は
喜
ん

で
こ
う
い
う
で
し
ょ
う
。
何
や
っ
て
い
る
ん
だ
？
っ
て
」。

　
【246

】
私
の
心
胸
は
、
こ
れ
を
書
き
ま
し
た
の
で
、
穏
や
か
に
な
る
で
し
ょ
う
。
私
は
、
こ
の
書
簡
を
編
纂
し
た
い
と
思
い
ま
す
し
、

あ
な
た
に
急
い
で
手
紙
を
書
い
て
い
る
の
は
、
膝
突
き
合
わ
せ
て
、
相
対
峙
し
て
、
私
の
心
す
べ
て
を
、
あ
な
た
に
明
ら
か
に
し
た
い

か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
印
刷
さ
れ
た
〔
一
七
九
九
年
一
月
一
八
日
付
け
の
〕
書
簡
の
中
で
、
あ
な
た
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
行

文
を
読
ん
だ
際
に
抱
い
た
私
の
感
情
で
あ
り
、
私
の
熱
い
要
求
で
し
た
。
そ
れ
は
私
を
強
く
動
か
し
た
の
で
す
。
も
っ
と
深
く
揺
り
動
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か
さ
れ
、
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
あ
な
た
の
著
作
〔『
公
衆
に
訴
う
』
一
七
九
九
年
の
九
八
〜
九
九
頁
〕（
36
）
で
の
呼
び
か
け
で
し

た
。
あ
な
た
が
信
頼
を
こ
め
て
握
る
手
は
、
友
情
の
こ
も
っ
た
力
を
も
っ
て
握
り
返
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
た
と
え
私
が
、
あ

な
た
の
学
説
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
学
説
と
同
じ
よ
う
に
、
無
神
論
的
だ
と
呼
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
私
は
、
あ
な
た
を
、
人
格
的
に
は
、
決
し
て
無
神
論
者
と
か
、
神
な
き
人
な
ど
と
見
な
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精

神
を
も
っ
て
自
然
を
超
え
、
心
胸
を
も
っ
て
下
位
の
ど
ん
な
欲
求
を
も
実
際
に
超
え
る
や
り
方
を
知
っ
て
い
る
人
な
ら
、
神
を
面
と
向

か
っ
て
見
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
人
は
神
を
信
じ
て
い
る
だ
け
だ
、
な
ど
と
彼
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
だ
け
で
は
、
余
り
に
不
十
分

で
す
。
さ
て
、そ
う
し
た
人
の
哲
学
と
い
う
も
の
が
、そ
の
人
の
私
念
が
、人
格
的
で
な
い
神
を
、存
在
し
な
い
神
を
、虚
構
（U

nding

）

と
呼
ぶ
よ
う
な
、（
私
は
正
し
い
と
信
じ
て
い
る
）
自
然
的
な
理
性
の
判
断
に
従
う
な
ら
、
無
神
論
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
人

が
自
ら
、
自
分
の
体
系
に
無
神
論
と
い
う
名
称
を
与
え
た
と
し
て
も
、
彼
の
罪
悪
は
、
た
だ
の
思
想
上
の
こ
と
で
し
か
な
く
、
芸
術
家

の
不
細
工
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
概
念
と
言
葉
に
お
い
て
は
芸
術
家
は
、
ぎ
こ
ち
な
い
も
の
で
す
。

人
間
の
誤
り
で
は
な
く
、
思
い
煩
う
人
の
過
ち
な
の
で
す
。
彼
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
の
は
、
神
の
本
質
で
は
な
く
、
神
と
い
う
名
前

だ
け
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
私
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
考
え
た
の
は
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
対
抗
す
る
私
の

申
し
立
て
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
箇
所
を
書
い
た
時
で
し
た
。「
あ
あ
、
い
た
わ
し
や
、
私
を
祝
福
し
て
下
さ
い
、
偉
大
で
、
そ
う
、

神
聖
な
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
！　

た
と
え
君
が
、
最
高
の
実
在
の
本
性
に
つ
い
て
哲
学
し
て
、
言
葉
に
お
い
て
間
違
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
最
高
の
実
在
の
真
理
は
君
の
心
の
中
に
あ
っ
た
し
、
最
高
の
実
在
の
愛
は
君
の
生
で
あ
っ
た
」（
37
）（*

）。

　
　
（
36
）「
哲
学
者
達
の
中
で
も
、
高
貴
な
る
君
、
ヤ
コ
ー
ビ
は
、
そ
の
手
を
私
は
信
頼
し
て
握
っ
た
の
だ
が
、
私
た
ち
は
純
然
た
る

理
論
に
つ
い
て
は
、
違
う
立
場
で
考
え
て
い
る
。
こ
こ
に
関
す
る
事
柄
を
君
は
、
既
に
長
い
間
、
ま
さ
し
く
私
が
そ
う
考
え
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て
い
る
よ
う
に
語
っ
て
き
て
い
る
。
私
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
力
強
く
、
温
か
く
、
語
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
君
の
哲
学
的
な

営
為
の
心
に
し
て
き
た
の
だ
。「
神
の
生
に
よ
っ
て
人
は
神
に
気
付
く
（inne w

erden

）
と
」。

　
　
（
37
）「
Ｆ
・
Ｈ
・
ヤ
コ
ー
ビ
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
書
簡
に
関
わ
る
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
告
発
に
抗
し
て
」
一
七
八
六
年
、
八
四
頁
。

　
　
（*

）「
あ
な
た
方
の
神
と
は
何
か
、
公
に
告
白
し
て
い
る
あ
な
た
方
な
ら
お
分
か
り
で
し
ょ
う
、
宗
教
は
手
段
で
し
か
な
い
と
い

う
こ
と
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
を
。
愚
か
者
と
夢
想
家
だ
け
が
、
宗
教
を
目
的
と
し
て
み
な
す
の
で

し
ょ
う
か
？　

神
は
あ
な
た
方
に
と
っ
て
何
で
あ
り
得
る
の
か
、
あ
な
た
方
の
神
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
大
き
な
問
題
と
さ

れ
て
い
る
身
体
に
奉
仕
し
て
い
る
あ
な
た
方
の
魂
を
助
け
る
た
め
の
単
な
る
道
具
と
い
う
よ
り
も
大
き
な
も
の
で
す
。
本
当

に
、結
局
の
と
こ
ろ
、【247
】
あ
な
た
方
の
哲
学
大
全
、あ
な
た
方
の
高
く
称
揚
さ
れ
た
知
恵
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

外
面
的
な
欲
求
、
快
楽
と
情
欲
の
巧
妙
な
経
済
学
で
し
か
な
い
の
で
す
。
こ
の
巧
妙
な
経
済
学
の
役
に
立
つ
よ
う
に
と
、
安

易
な
こ
と
に
、
宗
教
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
宗
教
な
ら
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
大
い
に
役
立
つ
と
見
る

こ
と
ほ
ど
に
、
め
で
た
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
、
い
ず
れ
、
神
と
い
う
名
前
を
出
さ
な
い
ま
ま
で
、
私
た
ち

の
社
会
的
な
関
係
を
確
実
な
も
の
に
し
て
、
私
た
ち
の
理
論
を
確
証
す
る
運
び
に
な
る
な
ら
、
そ
ん
な
場
合
に
は
、
私
た
ち

の
無
知
や
不
器
用
さ
の
こ
う
し
た
い
か
が
わ
し
い
代
用
品
な
ん
か
消
え
て
し
ま
え
、
た
だ
空
間
を
占
め
て
い
る
だ
け
で
、
そ

れ
自
体
と
し
て
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
厄
介
な
家
財
道
具
な
ん
か
消
え
て
し
ま
え
。

　
　
　
　
　

反
対
に
、
宗
教
と
徳
が
人
間
に
と
っ
て
の
究
極
目
的
で
あ
り
、
人
間
の
最
高
善
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
精

神
の
領
域
に
お
け
る
根
源
的
で
普
遍
的
か
つ
永
遠
の
動
機
と
し
て
、
移
ろ
い
ゆ
く
（vergänglich

）
目
的
の
た
め
の
機
械

の
歯
車
装
置
だ
け
に
、
そ
の
正
し
い
回
転
を
与
え
る
た
め
だ
と
す
る
と
、
立
派
過
ぎ
る
し
、
高
貴
す
ぎ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、

生
命
を
欠
い
た
無
様
な
そ
う
し
た
機
械
の
重
さ
で
も
っ
て
、
こ
う
し
た
動
機
・
ぜ
ん
ま
い
（T

riebfeder

）
そ
の
も
の
を
動



76

か
そ
う
と
し
た
り
、
惹
起
し
よ
う
と
し
た
り
、
現
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
合
理
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
や
り
方
で
、
誤
っ
た
こ
と
に
励
む
な
ら
、
国
家
は
宗
教
を
、
宗
教
は
国
家
を
堕
落
さ
せ
る
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
神
が
私
た
ち
の
大
切
な
も
の
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
家
の
秩
序
を
維
持

し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
、
平
安
な
生
活
が
私
た
ち
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
と
、
神
に
ひ
た
す
ら
願
う
だ
け
で
は
、
偶
像
崇

拝
者
の
神
的
で
な
い
や
り
方
で
す
。

　
　
　
　

 　

本
当
の
神
的
な
宗
教
な
ら
ば
決
し
て
地
上
の
も
の
に
耽
け
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
地
上
の
も
の
を
決
し
て
、

支
配
し
よ
う
と
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
の
た
め
に
あ
る
の
は
別
の
精
神
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
精
神
に
即
し

て
は
、
ま
た
別
の
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
精
神
が
引
き
起
こ
す
災
い
に
つ
い
て
は
、
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
ペ
ー
ジ
が
明

ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
―
―
「
さ
あ
見
る
が
い
い
、
汝
の
神
と
汝
の
神
へ
の
奉
仕
を
！
」
―
―
宗
教
を
嘲
る
も
の
は
そ
う
叫

び
ま
す
。
そ
し
て
、
愚
か
な
司
祭
は
恥
を
そ
そ
ぐ
こ
と
に
や
っ
き
に
な
っ
て
骨
を
折
る
の
で
す
。
神
を
彼
は
助
け
よ
う
と
し

ま
す
。
で
す
が
、
彼
が
助
け
た
の
は
悪
魔
で
あ
っ
て
、
か
の
最
も
真
っ
黒
な
悪
魔
で
、
そ
い
つ
は
天
に
向
か
っ
て
自
分
の
道

（Bahn

）
を
指
し
示
す
の
で
す
。

　
　
　
　

 　

歴
史
や
経
験
そ
し
て
理
性
を
こ
と
ご
と
く
総
括
す
る
な
ら
、
宗
教
が
、
迷
信
や
夢
想
に
伴
わ
れ
な
い
ま
ま
、
外
的
な
手
段

と
し
て
用
い
ら
れ
る
な
ら
、
効
果
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
否
定
で
き
る
人
は
い
る
で
し
ょ
う
か
？　

と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
が
伴

う
と
、
純
然
た
る
悪
が
創
設
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
我
々
の
司
祭
た
ち
が
、
純
粋
で
神
聖
な
る
内
面
的
で
真
な
る
教
え

以
外
の
も
の
を
説
教
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
神
に
は
他
の
事
を
命
じ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
我
々
の
司
祭

た
ち
は
、
天
が
私
た
ち
に
と
っ
て
地
上
の
も
の
を
豊
か
に
す
る
か
ら
こ
そ
―
―
精
神
を
泥
土
に
ま
で
貶
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
―
―
私
た
ち
に
天
の
ほ
う
を
見
る
よ
う
に
言
う
限
り
、
我
々
の
司
祭
た
ち
は
、
闇
を
光
で
美
し
く
装
う
と
す
る
だ
け
で
、
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サ
タ
ン
を
廃
絶
（vertilgen

）
す
る
代
わ
り
に
、
平
和
条
約
を
結
ぶ
よ
う
説
得
し
て
、
神
性
と
サ
タ
ン
を
和
睦
さ
せ
よ
う

と
す
る
限
り
、そ
の
限
り
で
、私
は
彼
ら
を
、神
を
否
定
す
る
も
の
を
憎
む
以
上
に
憎
悪
し
ま
す
。神
を
否
定
す
る
者
は
、【248

】

少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
自
分
の
最
高
善
を
、
私
に
対
し
て
示
し
ま
す
。
彼
は
私
を
欺
こ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
私
を
欺
い
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
私
に
自
ら
の
真
理
を
純
粋
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も

し
か
す
る
と
、
彼
を
罵
る
人
よ
り
も
十
倍
も
信
心
深
い
人
間
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

 　

こ
こ
で
神
へ
の
畏
敬
の
念
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
徳
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
神
へ
の
畏
敬
の
念
す
ら
信

じ
な
い
人
な
ら
、
地
上
を
越
え
た
徳
の
性
質
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
徳
を
そ
の
本
質
的
な
独
立
性
に
お
い
て
崇

敬
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
人
は
、
徳
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
べ
き
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
人
は
、
真

理
に
従
う
な
ら
、
そ
れ
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
」（『
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
告
発
に
抗
し
て
』
八
四
〜

八
九
頁
）（
38
）。

　
　
（
38
）【248

】『
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
告
発
に
抗
し
て
』
八
四
〜
八
九
頁
「
あ
な
た
方
の
神
と
は
何
か
、
公
に
告
白
し
て
い
る
あ

な
た
方
な
ら
お
分
か
り
で
し
ょ
う
、
宗
教
は
手
段
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と

を
。
愚
か
者
と
夢
想
家
に
と
っ
て
だ
け
、
宗
教
が
目
的
と
な
り
ま
す
。
神
と
は
、
あ
な
た
方
の
神
と
は
何
で
あ
り
得
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
は
、
身
体
に
奉
仕
し
て
い
る
あ
な
た
方
の
魂
を
よ
り
従
順
に
、
よ
り
有
能
に
す
る
た
め
の
、
あ
な
た
方
の
心
の

た
め
の
死
せ
る
道
具
、
無
知
蒙
昧
な
力
と
し
て
で
し
ょ
う
か
？　

本
当
の
と
こ
ろ
、
結
局
、
あ
な
た
方
の
哲
学
大
全
、
あ
な

た
方
の
高
く
称
揚
さ
れ
た
健
全
人
間
悟
性
（der gesunde M

enschenverstand

）
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
外

面
的
な
欲
求
、
あ
な
た
方
の
情
欲
、
快
楽
と
欲
望
の
巧
妙
な
経
済
学
で
し
か
な
い
の
で
す
。
こ
の
巧
妙
な
経
済
学
の
役
に
立
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つ
よ
う
に
と
、
安
易
な
こ
と
に
、
宗
教
が
従
属
的
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
宗
教
な
ら
、
大
い
に
役
立

つ
と
見
る
こ
と
ほ
ど
に
、
め
で
た
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
、
い
ず
れ
、
神
と
い
う
名
前
を
出
さ
な
い
ま
ま
で
、

私
た
ち
の
社
会
的
な
関
係
を
確
実
な
も
の
に
し
て
、
私
た
ち
の
理
論
を
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
そ
ん
な
場
合
に

は
、
私
た
ち
の
無
知
や
不
器
用
さ
の
こ
う
し
た
い
か
が
わ
し
い
代
用
品
な
ん
か
消
え
て
し
ま
え
、
た
だ
空
間
を
占
め
て
い
る

だ
け
で
、そ
れ
自
体
と
し
て
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
厄
介
な
家
財
道
具
な
ん
か
消
え
て
し
ま
え
。（
…
…
）徳
と
宗
教
は
、

人
間
に
と
っ
て
の
問
題
で
あ
っ
て
、
市
民
に
と
っ
て
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
精
神
の
領
域
に
お
け
る
普
遍

的
か
つ
永
遠
の
動
機
で
あ
っ
て
、
移
ろ
い
ゆ
く
目
的
の
た
め
の
機
械
の
歯
車
装
置
だ
け
を
表
象
す
る
た
め
だ
と
す
る
と
、
立

派
過
ぎ
る
し
、
高
貴
す
ぎ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
そ
う
し
た
機
械
の
ろ
く
で
も
な
い
重
さ
で
も
っ
て
、
先
の
動
機
・
ぜ
ん
ま

い
そ
の
も
の
を
動
か
そ
う
と
す
る
の
は
、
ま
っ
た
く
不
合
理
で
す
。
こ
う
し
た
循
環
を
堂
々
め
ぐ
り
を
し
て
い
る
限
り
、
宗

教
は
国
家
を
、
国
家
は
宗
教
を
堕
落
さ
せ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
神
が
私
た
ち
の
大
切
な
も
の
を
守
っ
て
く

だ
さ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
家
の
秩
序
を
維
持
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
、
平
安
な
生
活
が
私
た
ち
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に

と
、
神
に
ひ
た
す
ら
願
う
こ
と
は
、
私
に
は
ひ
ど
く
厭
わ
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。（
…
…
）
本
当
の
神
的
な
宗

教
な
ら
ば
決
し
て
地
上
の
も
の
に
耽
け
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
ま
た
地
上
の
も
の
を
決
し
て
、
支
配
し
よ
う
と

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
の
た
め
に
あ
る
の
は
別
の
精
神
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
精
神
に
即
し
て
は
、
ま
た
別

の
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
精
神
が
引
き
起
こ
す
災
い
に
つ
い
て
は
、
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
ペ
ー
ジ
が
明
ら
か
に
し
て
い

ま
す
。
―
―
「
さ
あ
見
る
が
い
い
、
汝
の
神
と
汝
の
神
へ
の
奉
仕
を
！
」
―
―
宗
教
を
嘲
る
も
の
は
そ
う
叫
び
ま
す
。
そ
し

て
、愚
か
な
司
祭
は
恥
を
そ
そ
ぐ
こ
と
に
や
っ
き
に
な
っ
て
努
力
す
る
の
で
す
。
神
を
彼
は
助
け
よ
う
と
し
ま
す
。
で
す
が
、

彼
が
助
け
た
の
は
悪
魔
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
で
も
最
も
真
っ
黒
な
悪
魔
で
、
そ
い
つ
は
天
に
向
か
っ
て
自
分
の



フ
ィ
ヒ
テ
宛
て
公
開
書
簡

79

道
を
指
し
示
す
の
で
す
。

　
　
　
　

 　

愚
か
な
司
祭
が
、
歴
史
や
経
験
そ
し
て
理
性
を
こ
と
ご
と
く
総
括
す
る
な
ら
、
宗
教
が
、
迷
信
や
夢
想
に
伴
わ
れ
な
い
ま

ま
に
、
外
的
な
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
な
ら
、
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
で
き
る
人
は
い
る
で
し
ょ
う
か
？　

と
こ

ろ
が
こ
れ
ら
が
伴
う
と
、
純
然
た
る
悪
が
働
き
出
す
の
で
す
。
そ
こ
で
、
我
々
の
司
祭
た
ち
が
、
純
粋
で
神
聖
な
る
内
面
的

で
真
な
る
教
え
以
外
の
も
の
を
説
教
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
神
に
は
他
の
事
を
命
じ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
す
な
わ

ち
我
々
の
司
祭
た
ち
が
、
天
が
私
た
ち
に
と
っ
て
地
上
の
も
の
を
豊
か
に
す
る
か
ら
こ
そ
―
―
精
神
を
泥
土
に
ま
で
貶
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
―
―
私
た
ち
に
天
の
ほ
う
を
見
る
よ
う
に
言
う
限
り
、
我
々
の
司
祭
た
ち
は
、
闇
を
光
で
美
し
く
装
う

と
す
る
だ
け
で
、
サ
タ
ン
を
廃
絶
す
る
代
わ
り
に
、
平
和
条
約
を
結
ぶ
よ
う
説
得
し
て
、
神
性
と
サ
タ
ン
を
和
睦
さ
せ
よ
う

と
す
る
限
り
、
そ
の
限
り
で
、
私
は
彼
ら
を
、
神
を
否
定
す
る
も
の
を
憎
む
以
上
に
憎
悪
し
ま
す
。
神
を
否
定
す
る
者
は
、

少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
自
分
の
最
高
善
を
、
私
に
対
し
て
示
し
ま
す
。
彼
は
私
を
欺
こ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
私
を
欺
い
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
私
に
自
ら
の
真
理
を
純
粋
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も

し
か
す
る
と
、
彼
を
罵
る
人
よ
り
も
十
倍
も
信
心
深
い
人
間
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

 　

こ
こ
で
神
へ
の
畏
敬
の
念
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
徳
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
神
へ
の
畏
敬
の
念
す
ら
信

じ
な
い
人
な
ら
、
地
上
を
越
え
た
徳
の
性
質
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
徳
を
そ
の
本
質
的
な
独
立
性
に
お
い
て
崇

敬
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
人
は
、
徳
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
べ
き
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
人
は
、
真

理
に
従
う
な
ら
、
そ
れ
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
」。

　
【247

】
ス
ピ
ノ
ザ
の
宗
教
（
彼
の
哲
学
は
、
徹
底
的
に
宗
教
と
し
て
、
最
高
の
実
在
、
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
人
間
の
関
係
に
つ
い
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て
の
教
説
と
し
て
【248

】
叙
述
さ
れ
て
い
ま
す
）
と
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
（Fenelon

）
の
宗
教
と
の
間
の
重
大
な
調
和
は
、
既
に
し
ば
し

ば
言
及
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
【249

】
哲
学
を
包
括
す
る
仕
方
で
説
明
さ
れ
た
こ
と
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た

論
述
そ
の
も
の
を
企
て
る
こ
と
は
、
長
い
間
、
私
が
良
し
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
私
が
注
記
し
た
い
の
は
、
無
神
論

で
あ
ろ
う
と
神
秘
主
義
で
あ
ろ
う
と
、
そ
う
し
た
非
難
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
、
夢
想
や
不
合
理
も
そ
う
で
す
が
、
哲
学
者
や
宗
教

の
教
師
と
呼
ば
れ
る
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
哲
学
で
あ
ろ
う
と
、
哲
学
に
対
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
時
代
に
わ
た
っ
て
、
今
日
に
到
る
ま
で
、
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
哲
学
は
、
自
ら
を
精
神
で
も
っ

て
自
然
を
超
え
て
高
め
よ
う
（sich m

it dem
 Geist über die N

atur

）
と
か
、
自
ら
が
自
然
で
あ
る
限
り
の
自
分
自
身
を
超
え
て

高
め
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
人
々
を
誘
う
の
で
す
。
こ
う
し
た
非
難
を
受
け
流
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
が
同
時
に

自
ら
を
、
自
分
の
理
性
以
上
に
、
世
俗
的
な
理
性
以
上
に
、
自
由
の
概
念
に
到
る
ま
で
、
精
神
で
も
っ
て
高
め
る
以
外
に
は
、
人
間

は
、
自
ら
の
外
部
や
自
ら
の
内
部
の
自
然
を
超
え
て
自
ら
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
（der M

ensch kann nicht sich über die 
N

atur ausser ihm
 und in ihm

 erheben 
）
か
ら
な
の
で
す
。

　

理
性
を
超
え
て
高
ま
ろ
う
と
す
る
自
由
の
概
念
に
関
し
て
は
、
い
か
に
し
て
自
由
の
概
念
は
規
定
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
概

念
が
自
ら
の
内
部
に
何
を
捉
え
、
何
を
前
提
し
、
何
を
引
き
起
こ
す
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
が
完
全
に
照
合
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。（*

）

　
　
（*

）付
論
Ⅱ
を
参
照

　

私
た
ち
の
間
に
い
く
つ
か
の
意
見
の
相
違
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
他
に
宗
教
と
偶
像
崇
拝
と
の
間
に
、
私
た
ち
二
人
が
ま
っ
た
く

同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
も
っ
て
い
る
違
い
に
際
し
て
明
ら
か
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

私
は
、
ま
だ
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
論
著
で
、
こ
う
し
た
対
象
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
ま
し
た
。
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「
神
や
神
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
も
の
を
求
め
る
た
め
に
は
、人
は
神
や
神
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
も
の
を
、既
に
予
め
心
胸
と
精
神
（im

 
H

erzen und im
 Geist

）
の
う
ち
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
に
と
っ
て
何
ら
か
の
仕
方
で
既
に
知
ら
れ

て
い
な
い
も
の
を
、
我
々
は
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
探
究
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
我
々
は
、
神
と

そ
の
意
志
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
。な
ぜ
な
ら
、我
々
は
神
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、神
の
似
像
に
従
っ
て
創
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

神
の
種
類
（A

rt und Geschlecht

）
だ
か
ら
で
あ
る
。
神
は
我
々
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
我
々
の
生
は
、
神
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
仕
方
で
我
々
に
神
が
現
在
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
無
媒
介
的
に
、
我
々
の
最
も
内
奥
に
あ
る
〈
自
己
〉
の
う
ち
な

る
神
の
似
姿
に
よ
っ
て
現
在
し
て
い
る
の
で
な
か
っ
た
な
ら
、
我
々
に
神
を
知
ら
し
め
る
と
さ
れ
た
も
の
は
何
か
？　

像
、
音
、
記
号
、

そ
れ
ら
の
も
の
は
、
た
だ
既
に
了
解
さ
れ
て
い
る
も
の
を
認
識
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
か
？　

精
神
に
と
っ
て
精
神
と
は
何
か
？

　
「
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
」（『
創
世
記
』
一
：
二
六
）。
我
々
の
内
な
る
神
、
そ
れ
は
、
我
々
が
神
に
つ
い
て
も
っ
て
い

る
告
知
で
あ
り
、
そ
れ
も
唯
一
可
能
な
告
知
で
あ
る
。
こ
の
告
知
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
は
人
間
に
対
し
て
生
き
生
き
と
、
あ
ら
ゆ
る

時
代
に
わ
た
っ
て
持
続
的
に
啓
示
さ
れ
た
。
外
的
な
現
象
を
通
し
た
啓
示
は
、【250

】
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
も
構
わ
な
い
の
だ
が
、

言
葉
が
理
性
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
せ
い
ぜ
い
、
内
面
的
で
根
源
的
な
現
象
に
対
応
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
私
は
、
た
か
だ
か
と
言
う

だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
し
た
こ
と
に
付
け
加
え
る
と
、
人
間
の
心
の
外
に
誤
っ
た
神
が
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
な
ん
て
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
真
な
る
神
が
人
間
の
心
の
外
で
現
象
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
が
自
己
自
身
を
感
得
し
て
描
く
よ
う

に
、
人
間
が
神
性
を
表
象
す
る
際
は
、
も
っ
と
強
力
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
わ
た
っ
て
宗
教
は
人
間
に
と
っ
て
、
人

間
の
徳
や
人
間
の
人
倫
的
な
状
況
と
同
じ
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。フ
ラ
ン
ス
王
ジ
ャ
ン
二
世
の
治
下
の
有
名
な
軍
司
令
官
は
、

モ
ッ
ト
ー
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
旗
に
掲
げ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
神
の
友
に
し
て
人
間
全
体
の
敵
、
と
い
う
よ
う
に
。
こ
の
こ
と

は
、
彼
の
心
胸
に
も
刻
ま
れ
て
い
る
。
私
の
た
め
に
、
そ
し
て
万
人
に
対
抗
し
て
（Für m

ich und w
ider A

lle

）。
た
だ
、
人
倫
的
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に
洗
練
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
我
々
は
、
最
高
の
実
在
の
価
値
あ
る
概
念
に
ま
で
高
ま
る
。
他
の
道
は
な
い
。
い
か
に
神
に
対

し
て
畏
敬
の
念
を
抱
こ
う
と
、
悪
と
悪
徳
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
価
値
を
持
つ
た
め
に
は
、
神
へ
の
畏
敬
の
念
は
、
そ

れ
自
体
一
つ
の
徳
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
神
へ
の
畏
敬
の
念
は
、〈
他
の
徳
を
す
べ
て
前
提
す
る
徳
、
最
も
高
貴
で
最

も
美
し
い
徳
〉
と
な
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
徳
の
合
一
さ
れ
た
衝
動
の
華
、
徳
の
総
合
的
な
力
の
華
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
が
抱

い
て
い
る
神
は
、
我
々
の
う
ち
で
人
間
と
な
っ
た
神
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
神
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
も
っ
と
良
い
教
育
を
し
た
か
ら

と
い
っ
て
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
、
こ
う
し
た
神
を
認
識
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？　

知

恵
、
正
義
、
福
祉
、
自
由
な
愛
、
そ
う
し
た
も
の
は
像
で
は
な
く
、
力
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
人
が
獲
得
す
る
表
象
は
、
自
己
活
動
的

に
（Selbsthandelnd

）
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
は
、
真
な
る
神
に
つ
い
て
の
教
育
が
、
人
間
に
ま
で
到
達
す
る
以
前
に
、
こ

う
し
た
力
に
基
づ
い
て
行
為
を
遂
行
し
て
、
徳
や
そ
の
概
念
を
獲
得
し
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
私
が
繰
り
返
す
の
は
、

人
間
が
、
単
な
る
偶
像
で
は
な
く
、
生
き
生
き
と
し
た
神
を
持
つ
べ
き
だ
と
い
う
の
な
ら
、
神
は
人
間
自
身
の
う
ち
に
生
ま
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
は
、
人
間
の
う
ち
で
人
間
的
に
生
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で
な
け
れ
ば

人
間
は
、
神
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
持
た
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
神
は
虚
構
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
非
難
が

あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
不
正
と
い
う
よ
り
酷
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
っ
た
い
虚
構
さ
れ
な
い
も
の
と
は
、
ど
ん
な

性
質
を
持
つ
と
い
う
の
か
？　

そ
れ
は
ひ
と
え
に
真
な
る
も
の
と
し
て
は
、
何
に
即
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
の
か
？
」

　

し
た
が
っ
て
私
が
主
張
す
る
の
は
、
人
間
は
、
自
己
自
身
を
神
の
う
ち
に
の
み
見
出
し
う
る
が
ゆ
え
に
、
神
を
見
出
す
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
し
て
、
人
間
が
、
自
己
自
身
に
と
っ
て
測
り
知
れ
な
い
の
は
、
彼
に
と
っ
て
神
の
本
質
は
必
然
的
に
【251

】
測
り
知
れ

な
い
か
ら
で
す
。
必
然
的
に
！　

な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
人
間
の
う
ち
に
、
神
を
超
え
た
能
力
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

神
は
人
間
に
よ
っ
て
虚
構
さ
れ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
神
は
た
だ
、
有
限
な
も
の
の
思
想
で
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し
か
な
く
な
る
で
し
ょ
う
し
、
構
想
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
く
な
く
な
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
う
な
る
と
決
し
て
、
至
高
の
も
の
、
す
な

わ
ち
ひ
と
え
に
自
ら
の
う
ち
で
存
立
し
て
い
る
実
在
で
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
し
、一
切
の
ほ
か
の
本
質
に
つ
い
て
の
自
由
な
創
造
者
、

端
緒
に
し
て
結
び
、
で
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
人
間
は
、
自
ら
の
創
造
者
と
し
て
の
神
の
う
ち
で
、
自

ら
の
理
性
で
は
把
握
で
き
な
い
仕
方
で
、
自
ら
を
見
出
す
こ
と
を
厭
う
こ
と
に
な
る
や
い
な
や
、
つ
ま
り
、
人
間
は
自
ら
を
自
ら
の
う

ち
で
の
み
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
や
い
な
や
、
人
間
は
自
己
自
身
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
人
間
に
と
っ
て
す
べ

て
は
、
自
分
自
身
の
無
へ
と
次
第
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
選
択
を
人
間
は
行
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
唯
一
の
選
択
は
、
無
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
神
で
あ
る
か
、
の
選
択
で
す
。
無
を
選
ぶ
こ
と
で
、
人
間
は
自
ら
を
神
に
し
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
人
間
が
幽
霊
を
神
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
神
が
存
在
し
な
い
な
ら
、
人
間

や
人
間
の
周
囲
に
あ
る
も
の
す
べ
て
が
、
単
に
幽
霊
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
す
。

　

私
は
繰
り
返
し
ま
し
ょ
う
。
神
は
存
在
し
ま
す
、
私
の
そ
と
に
存
在
す
る
の
で
す
。
生
き
生
き
と
し
た
、
対
自
的
に
存
立
し
て
い
る

実
在
で
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
私
が
神
な
の
で
す
。
第
三
の
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

　

私
が
神
を
見
出
さ
な
い
な
ら
、私
は
神
を
措
定
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
の
外
部
に
、私
の
眼
前
に
、私
を
超
え
て
、一
つ
の
〈
自

己
存
在
〉
を
。
そ
う
な
る
と
、
私
自
身
は
、
私
の
自
我
性
の
力
で
す
。
徹
頭
徹
尾
、
自
我
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
私
の
第

一
の
最
高
の
命
令
は
、
私
は
、
私
も
し
く
は
か
の
自
我
性
の
他
に
別
の
神
々
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う

な
る
と
私
が
知
り
、
完
全
に
把
握
す
る
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
彼
の
外
部
の
本
質
に
対
す
る
、
あ
の
愚
か
で
悪

趣
味
な
、
根
本
的
に
神
を
喪
失
し
た
偶
像
崇
拝
が
生
成
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
妄
想
を
究
明
し
つ
つ
、
演
繹
し
つ

つ
、
そ
し
て
構
成
す
る
こ
と
で
、
私
は
、
神
を
常
に
無
化
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
私
は
、
妄
想
を
、
妄
想
に
つ
い
て
弁
え
る
こ
と
で
、
神
を
無
化
し
、
か
の
偶
像
崇
拝
を
汚
す
の
で
、
妄
想
に
関
連
し
て
い
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る
も
の
す
べ
て
を
も
根
絶
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
私
の
衷
心
よ
り
、
愛
の
宗
教
を
、
模
範
の
宗
教
を
根
絶
し
な
く
て
は
な
ら

な
く
な
る
の
で
す
。
よ
り
高
次
の
も
の
の
い
か
な
る
活
性
化
も
霊
感
も
、
嘲
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
の
衷
心
よ
り
、
い
か
な
る

敬
虔
も
い
か
な
る
崇
拝
も
、
追
放
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

そ
ん
な
救
済
な
ら
と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
恐
れ
た
り
疑
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
包
み
隠
さ
ず
決
心
す
る
な
ら
、
私
は
、
た
だ

外
面
的
な
偶
像
崇
拝
を
、
あ
の
私
に
と
っ
て
余
り
に
純
粋
な
、
自
己
神
格
化
（Selbstgöetterey

）
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
宗
教
よ
り
も
、

優
先
す
る
で
し
ょ
う
。
さ
て
私
の
弱
さ
を
人
が
不
信
心
だ
と
、
こ
う
し
た
弱
さ
の
影
響
あ
る
い
は
私
の
迷
信
を
、
無
神
論
だ
と
呼
ぼ
う

と
す
る
な
ら
、
私
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
無
神
論
が
、
頑
な
な
お
前
か
、
そ
れ
と
も
私
か
と
非
難
す
る
人
に
対
抗
し
て
、
そ
れ
は
お
前

だ
と
私
が
主
張
し
て
も
、
怒
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
我
が
友
よ
、
私
は
こ
う
い
う
場
合
、
あ
な
た
に
味
方
で
き
ま
せ
ん
。【252

】
あ
な

た
が
『
公
衆
に
訴
う
』（
六
一
頁
と
六
二
頁
）
で
は
っ
き
り
と
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
（
39
）。
つ
ま
り
迷
信
だ
か

ら
と
い
っ
て
無
制
約
的
に
道
徳
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
真
の
神
へ
の
崇
拝
も
排
除
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
、
と
。
そ
こ
で
私
は
、
同
じ
よ
う
に
、
私
の
側
か
ら
既
に
、
次
の
こ
と
を
認
め
て
も
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
か
の
非
感
覚
的
な
偶

像
崇
拝
は
、
概
念
を
、
虚
構
物
を
、
普
遍
性
を
、
生
き
生
き
と
し
た
神
の
代
わ
り
に
す
る
（
私
は
、
そ
う
し
た
偶
像
崇
拝
を
、
副
詞
に

よ
る
偶
像
崇
拝
と
呼
び
ま
し
ょ
う
）
も
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
性
や
道
徳
性
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
真
の
内
面
的
な
宗
教
を
排
除

す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
き
生
き
と
し
た
神
は
否
認
さ
れ
て
い
ま
す
、
た
だ
、
口
先
だ
け
で
で
は
あ
り
ま
す
が
。

　
　
（
39
）
“Apperation

”, S.61/62

：「
敬
虔
な
純
朴
は
、
神
を
（
…
…
）
老
人
と
し
て
、
若
き
男
性
と
し
て
は
た
ま
た
鳩
と
し
て
象

る
と
い
う
こ
と
を
―
―
さ
も
な
く
ば
こ
の
神
が
、
道
徳
的
な
本
質
で
し
か
な
く
て
、
純
粋
な
心
で
も
っ
て
道
徳
的
な
本
質
が

信
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
―
―
賢
い
人
な
ら
穏
や
か
に
笑
っ
て
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」。

　

一
般
に
、
迷
信
や
偶
像
崇
拝
に
関
し
て
、
私
の
私
念
は
こ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
私
が
木
材
や
石
か
ら
で
き
た
像
で
も
っ
て
偶
像
崇
拝
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を
営
も
う
と
、
私
が
儀
式
や
奇
跡
の
事
跡
、
身
振
り
や
名
前
で
も
っ
て
偶
像
崇
拝
を
営
も
う
と
、
あ
る
い
は
私
が
、
哲
学
的
な
徹
底
的

な
概
念
に
よ
っ
て
、
不
毛
の
文
字
面
、
空
虚
な
構
想
力
の
形
式
で
偶
像
崇
拝
を
営
も
う
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
し
か
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
私
が
、
こ
れ
や
あ
れ
や
の
仕
方
で
も
っ
て
、
形
態
を
事
柄
に
し
て
、
迷
信
の
よ
う
に
手
段
に
こ
だ
わ
っ
た
り
、
自
分
で

ど
の
よ
う
な
真
の
目
的
を
も
欺
い
た
り
し
て
も
、
同
じ
こ
と
で
す
。
あ
る
敬
虔
深
い
人
た
ち
に
対
し
て
、
し
ば
し
ば
私
が
言
っ
て
き
た

こ
と
は
、
あ
な
た
が
た
は
、
た
だ
、
サ
タ
ン
の
助
け
を
借
り
て
魔
法
を
営
も
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
神
の
助
け
も
借
り
て
魔
法

を
営
も
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
が
た
の
宗
教
は
、
空
虚
な
魔
法
の
手
段
か
ら
、
眼
に
見
え
る
も
の

と
眼
に
見
え
な
い
も
の
と
か
ら
成
り
立
っ
た
も
の
で
、
そ
し
て
根
本
的
に
は
、
た
だ
、
悪
魔
に
対
抗
し
な
が
ら
、
悪
魔
と
の
賭
け
引
き

の
中
で
絶
え
ず
魔
法
を
使
い
続
け
る
こ
と
で
し
か
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
忌
ま
わ
し
い
迷
信
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の

理
性
に
背
く
私
念
に
よ
っ
て
私
を
怒
ら
せ
、
極
め
て
感
覚
的
な
怒
り
を
私
に
ぶ
つ
け
て
く
る
よ
う
な
、
こ
れ
ら
の
人
の
も
と
で
さ
え
、

私
は
、
次
の
よ
う
な
多
く
の
人
々
を
見
出
し
た
の
で
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
迷
信
は
、
理
性
的
で
な
い
頑
迷

さ
、
そ
し
て
そ
れ
と
結
び
付
け
ら
れ
た
偶
像
崇
拝
の
熱
狂
と
な
っ
て
、
と
い
っ
て
も
や
は
り
単
に
口
先
だ
け
の
こ
と
で
し
か
な
い
わ
け

で
す
。
内
面
的
に
は
、
心
胸
と
精
神
に
お
い
て
彼
ら
な
り
に
、
彼
ら
の
転
倒
し
た
物
言
い
と
驚
く
べ
き
構
想
力
で
も
っ
て
で
あ
る
に
し

て
も
、
真
な
る
も
の
を
考
え
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
、
こ
の
真
理
を
、
理
性
を
欠
い
た
あ
あ
し
た
言
葉
や
図

像
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
し
た
し
、
正
真
正
銘
不
可
能
な
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
無
神
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で

す
。
彼
ら
に
対
し
て
世
人
は
、
そ
も
そ
も
言
葉
や
図
像
な
し
で
一
般
的
に
考
え
る
こ
と
を
要
求
し
て
も
良
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
彼
ら

の
表
象
や
感
覚
そ
し
て
感
情
か
ら
、
一
切
の
個
人
的
な
も
の
や
形
態
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
切
り
離
す
こ
と
を
要
求
し
て
も
良
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
さ
て
、
切
り
離
す
こ
と
な
ど
、
い
か
に
善
き
哲
学
者
で
あ
ろ
う
と
い
か
に
純
粋
な
哲
学
者
で
あ
ろ
う
と
、
な
し
得
べ
く
も
な

い
以
上
、
す
べ
て
の
も
の
が
実
際
に
は
無
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
が
、
純
粋
に
空
虚
な
も
の
に
し
て
空
虚
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で
純
粋
な
も
の
の
、
徹
頭
徹
尾
不
可
能
な
概
念
に
高
め
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
高
揚
に
お
い
て
こ
そ
、
真
の
永
遠
の
至

福
が
存
立
す
る
は
ず
だ
と
い
う
の
な
ら
、
私
は
、
偶
像
崇
拝
の
咎
【253

】
や
迷
信
の
咎
は
、
軽
々
し
く
口
の
端
に
の
ぼ
せ
て
は
な
ら

な
い
、
と
考
え
た
で
し
ょ
う
に
。
他
の
面
か
ら
私
た
ち
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
隣
人
の
わ
ず
か
な
咎
で
も
、
恥
知
ら

ず
に
も
大
き
な
罪
過
と
し
て
異
議
を
唱
え
て
し
ま
っ
て
い
た
、
と
。
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
の
創
作
や
努
力
そ
れ
に
能
力
な
ど
は
、
た

だ
、
真
理
の
場
所
を
荒
野
に
し
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
。
―
―
そ
う
し
た
真
理
の
場
所
と
は
、
世
界
の
ど
ん
な
国
民
で
あ
ろ

う
と
、
彼
ら
な
り
の
仕
方
で
、
祭
壇
で
も
っ
て
表
示
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
―
―
そ
の
場
所
に
塩
を
撒
く
こ
と
し
か
し
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
か
ら
で
す
。
も
し
、
私
た
ち
が
自
ら
を
深
く
確
信
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
他
者
を
も
確
信
す
る
よ
う
努
力
し
て
い
た
な
ら
、
私

の
判
断
に
よ
れ
ば
、
果
て
し
な
く
賢
か
っ
た
で
し
ょ
う
に
。「
偶
像
が
偶
像
崇
拝
者
を
作
り
出
し
は
し
な
い
。
真
な
る
神
が
真
の
崇
拝

者
を
作
る
の
で
は
な
い
。
真
の
神
な
ら
真
の
崇
拝
者
を
作
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
真
な
る
神
の
現
在
が
一
つ
の
普
遍
的
な
現
在
で

あ
る
以
上
、
私
た
ち
は
み
な
、
真
の
崇
拝
者
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
同
じ
程
度
に
真
の
崇
拝
者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」（*

）。

　
　
（*

）前
述
し
た
よ
う
に
ま
だ
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
著
作
か
ら
。
付
録
の
Ⅲ
を
参
照
。

　

絶
え
ず
こ
う
し
た
神
の
現
在
を
感
覚
し
て
い
る
人
は
、
す
な
わ
ち
、
あ
の
古
代
の
誓
い
「
生
け
る
神
に
誓
っ
て
」（
40
）
が
ど
ん
な
瞬

間
に
あ
っ
て
も
最
高
の
誓
い
で
あ
っ
て
、
真
理
の
原
像
で
あ
る
人
は
、
幸
い
で
す
。
堕
落
し
た
手
で
も
っ
て
、
こ
う
し
た
信
じ
る
と
い

う
こ
と
の
神
聖
で
高
貴
な
純
朴
さ
に
触
れ
る
者
は
、
人
類
の
敵
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
い
か
な
る
学
問
も
芸
術
も
、
何
と
呼
ば
れ
よ
う
と

何
ら
か
の
才
能
で
さ
え
、
信
じ
る
こ
と
を
も
っ
て
受
け
容
れ
た
人
に
と
っ
て
報
復
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
人
類
の
善
行
者
は
、
先
の
信
じ
る
こ
と
の
高
貴
で
神
聖
で
真
理
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
人
で
、
信
仰
が
荒
ら

さ
れ
る
こ
と
を
甘
受
し
な
い
人
で
す
。
そ
う
し
た
人
の
手
は
、
ひ
と
え
に
生
き
生
き
と
し
て
い
て
真
な
る
も
の
の
祭
壇
が
、
沈
ん
で
し

ま
っ
た
の
を
も
っ
と
高
く
再
び
建
立
す
る
の
で
す
か
ら
、
強
く
な
る
で
し
ょ
う
。
彼
が
手
を
差
し
伸
べ
た
時
に
は
、
破
壊
者
の
手
は
、
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萎
え
て
干
か
ら
び
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
も
そ
う
で
し
た
し
、
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
も
そ
う
な
る
で
し
ょ
う
。
神
は
古
び
る

こ
と
は
な
い
の
で
す（**

）。

　
　
（
40
）『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
六
：
六
三.

　
　
（**

）キ
ケ
ロ
『
神
々
の
本
性
に
つ
い
て
』
第
二
巻
第
二
章
「
年
月
は
、
人
間
の
思
い
つ
き
の
数
々
を
消
し
去
り
、
自
然
の
判
断
を

よ
り
確
か
な
も
の
へ
と
変
え
て
い
く
」（
山
下
太
郎
訳
「
神
々
の
本
性
に
つ
い
て
」、『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
』
所
収
、
岩
波
書
店
、

第
一
一
巻
、
二
〇
〇
〇
年
、
九
一
頁
）。

　
　
　
　
　

キ
ケ
ロ
『
法
律
に
つ
い
て
』
第
二
巻
第
七
章
「
じ
っ
さ
い
、
次
の
こ
と
よ
り
も
、
何
が
い
っ
そ
う
真
実
に
近
い
だ
ろ
う
か

―
―
理
性
と
精
神
は
自
分
の
中
に
は
存
在
す
る
が
、
天
と
宇
宙
の
中
に
は
存
在
し
な
い
と
考
え
、
あ
る
い
は
、
生
ま
れ
つ
き

そ
な
わ
る
理
性
の
最
高
能
力
に
よ
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
（
把
握
で
き
な
い
も
の
は
、
い
か
な
る
理
性
に
よ
っ
て
も
）
動
か
さ
れ

て
い
な
い
と
考
え
る
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
愚
か
で
思
い
上
が
っ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
は
誰
一
人
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
よ

り
も
。
し
か
し
、
星
辰
の
整
然
と
し
た
運
行
、
昼
夜
の
交
替
、
季
節
の
調
和
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
私
た
ち
が
享
受
す
る

た
め
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
感
謝
の
念
に
駆
り
た
て
ら
れ
な
い
よ
う
な
者
を
い
や
し
く
も
人
間
の
一
人
と
み
な
す

こ
と
が
ど
う
し
て
で
き
る
だ
ろ
う
か
」（
岡
道
男
訳
「
法
律
に
つ
い
て
」、『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
第
八
巻
、

一
九
九
九
年
、
二
三
三
〜
二
三
四
頁
）。

　
【254

】
手
紙
が
長
い
た
め
に
私
が
あ
な
た
に
許
し
を
乞
う
な
ん
て
こ
と
を
、
あ
な
た
は
お
望
み
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
少
な
く
と
も

私
は
む
し
ろ
私
の
方
か
ら
、あ
な
た
に
、私
の
無
知
論（U

nw
ißenheitslehre

）完
全
な
形
で
は
な
く
、断
片
的
な
ま
ま（rhapsodisch

）、

哲
学
的
と
い
う
よ
り
は
、
た
だ
お
話
の
よ
う
に
講
述
し
て
し
ま
っ
た
ま
ま
で
、
疲
れ
た
た
め
に
こ
こ
で
終
わ
り
に
す
る
こ
と
に
、
お
詫

び
し
た
い
気
持
ち
な
の
で
す
。
だ
け
ど
私
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
、
約
束
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
た
だ
、
根
本
的
に
は
私
の
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自
愛
が
傷
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
私
の
自
愛
は
私
に
語
り
か
け
る
の
で
す
。
こ
の
学
説
は
も
っ
と
哲
学
的
に
仕
上

げ
る
こ
と
が
可
能
で
、
無
価
値
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、
と
呼
び
か
け
る
の
で
す
。
か
つ
て
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
営
為
が

例
外
な
く
、
驚
き
に
取
り
つ
か
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
哲
学
も
、
特
殊
な
場
所
、
聖
域
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
、
そ
の
哲

学
の
言
う
真
な
る
も
の
こ
そ
、
唯
一
の
真
な
る
も
の
と
し
て
、
他
の
哲
学
を
余
計
な
も
の
と
す
る
驚
き
と
し
て
、
前
景
に
現
れ
た
も
の

で
し
た
。
趣
味
や
性
格
が
、こ
れ
ら
の
場
所
の
う
ち
、あ
ち
ら
を
見
る
か
こ
ち
ら
を
見
る
か
、そ
の
方
向
を
お
お
よ
そ
規
定
す
る
の
で
す
。

あ
な
た
自
身
が
こ
う
し
た
こ
と
を
、｢

知
識
学
の
新
叙
述
の
試
み
」
の
二
五
頁
で
、
素
晴
ら
し
く
も
注
記
し
て
お
い
で
で
し
た
。「
ど
の

よ
う
な
哲
学
を
選
ぶ
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
哲
学
体
系
と
い
う
も
の
は
、

私
た
ち
に
好
ま
れ
る
の
に
応
じ
て
、
片
づ
け
た
り
受
け
容
れ
た
り
で
き
る
よ
う
な
、
死
ん
だ
家
財
道
具
で
は
な
く
、
そ
の
体
系
を
持
つ

人
間
の
心
に
よ
っ
て
、
活
性
化
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（
41
）。
―
―
私
が
こ
の
箇
所
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
こ
れ
を
素
晴
ら

し
と
称
し
た
こ
と
に
、あ
な
た
は
、不
思
議
に
思
う
で
し
ょ
う
。
だ
っ
て
、そ
れ
に
先
立
つ
箇
所
や
続
く
箇
所
で
は
（
二
三
〜
二
六
頁
）、

私
に
対
し
て
、
私
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
あ
な
た
の
軽
蔑
―
―
少
な
く
と
も
あ
な
た
の
軽
視
、
そ
し
て
抑
制
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
嘲

弄
を
、
痛
烈
な
才
知
と
と
も
に
告
知
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
私
は
、
こ
の
書
簡
を
書
い
て
い
る
さ
な
か
に
、
少
な
く
と
も
侮

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
精
神
の
強
さ
を
証
明
し
た
と
、
こ
う
し
た
機
会
に
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
、
そ
う
し
た
個
所
を
、
ま
す
ま
す

も
っ
て
好
ま
し
く
考
え
た
の
で
す
。
だ
っ
て
、
そ
う
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
喋
る
な
、
と
い
う
、
紛
う
こ
と
な
く
私
に
向
け
ら
れ
た

厳
し
く
も
鋭
い
命
令
が
、
思
想
の
う
ち
に
漂
っ
て
も
い
ま
す
し
、
著
作
を
調
べ
る
と
し
ば
し
ば
目
に
つ
き
ま
す
し
、
私
を
取
り
乱
す
よ

う
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
。
そ
の
た
び
に
、
私
を
立
ち
直
ら
せ
て
く
れ
た
も
の
を
、
前
に
私
は
説
明
し
ま
し
た
。
つ
ま

り
私
は
、
断
固
と
し
て
除
外
さ
れ
た
者
と
し
て
自
分
を
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
実
際
に
私
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
心
か
ら

確
信
し
て
い
ま
す
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
経
験
か
ら
、
こ
う
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
私
た
ち
が
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人
格
的
に
除
外
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
私
た
ち
の
怒
り
を
お
お
っ
ぴ
ら
に
ぶ
ち
ま
け
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
人
格
を
あ
り
あ
り
と
目

に
し
て
、
そ
の
人
物
の
表
象
を
通
し
て
興
奮
さ
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、【255

】
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
物
に
怒
り
を
抱
い
て

い
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
だ
っ
て
、
私
た
ち
は
深
く
鮮
明
に
、
こ
の
人
物
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
ど
ん
な
問
題
で
あ
れ
、

相
手
の
問
題
を
感
じ
合
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
仕
返
し
を
し
て
く
だ
さ
い
、
親
愛
な
る
フ
ィ
ヒ
テ
。
あ
な
た
が
、
こ
の
書
簡
の
あ
る
個

所
や
他
の
個
所
に
、
余
り
に
生
々
し
く
私
が
表
現
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
見
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
時
に
、
私
が
謝
罪
し
て
お
り
ま
し
た

よ
う
に
、私
に
謝
罪
し
て
下
さ
い
。
私
は
意
図
的
に
厳
し
く
描
写
し
て
参
り
ま
し
た
。
極
め
て
ど
ぎ
つ
い
色
彩
で
塗
り
つ
け
た
の
で
す
。

そ
れ
で
も
っ
て
目
立
た
せ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
確
か
に
目
立
た
せ
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
私
た
ち
の
間
で
誤
解
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
、

実
際
に
対
立
的
な
思
考
方
法
で
あ
る
も
の
を
、
で
き
る
限
り
純
粋
に
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
で
す
。

お
元
気
で
。
心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。
私
が
心
か
ら
、
あ
な
た
の
友
人
に
し
て
真
の
崇
拝
者
で
あ
る
よ
う
に
。

一
七
九
九
年
三
月
二
一
日

Ｆ
・
Ｈ
・
ヤ
コ
ー
ビ
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「
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
原
理
は
生
き
生
き
と
し
た
現
存
在
で
あ
る
。
す
べ
て
の
生
き
生
き
と
し
た
現
存
在
は
、
己
れ
自
身
か
ら
現
出
し

て
、
前
身
的
で
生
産
的
で
あ
る
。
ウ
ジ
虫
の
蠢
き
や
そ
の
無
感
覚
な
快
・
不
快
は
、
そ
の
生
活
原
理
（Lebensprinzip

）
の
法
則
に

従
っ
て
結
び
つ
け
て
い
る
、
そ
の
状
態
の
表
象
を
生
み
出
す
構
想
力
が
な
か
っ
た
な
ら
、
生
起
し
得
な
い
。
こ
う
し
た
や
り
方
で
、
あ

る
生
き
物
を
生
み
出
す
よ
う
な
、
感
得
さ
れ
る
現
存
在
が
多
様
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
生
き
物
は
ま
す
ま
す
生
き
生
き
と
す

る
（
41
）。

　
　
（
41
）『
ス
ピ
ノ
ザ
の
学
説
に
つ
い
て
モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
氏
に
宛
て
た
書
簡
』（
増
補
第
二
版
・
一
七
八
九
年
）

四
〇
二
頁
。

　

よ
り
完
全
な
知
覚
、
多
様
な
結
合
は
、
欲
求
と
と
も
に
、
抽
象
化
と
言
語
の
能
力
を
呼
び
起
こ
す
（
42
）。
そ
う
し
て
成
立
し
た
理
性

世
界
に
お
い
て
、
記
号
と
言
語
と
が
、
実
体
と
力
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
が
森
羅
万
象
を
わ
が
も
の
と
す
る
の
は
、
私
た

ち
が
森
羅
万
象
を
引
き
裂
い
て
、
私
た
ち
の
能
力
に
見
合
っ
た
、
実
際
の
像
に
は
ま
っ
た
く
似
て
い
な
い
像
＝
理
念
＝
言
語
＝
世
界
を

創
造
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
や
っ
て
私
た
ち
が
創
造
す
る
も
の
を
私
た
ち
が
完
全
に
理
解
す
る
の
は
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
創
造
物
で

あ
る
限
り
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
や
っ
て
創
造
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
を
、
私
た
ち
が
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
た
ち
の

哲
学
的
な
悟
性
は
、
自
分
自
身
の
産
出
作
用
を
超
え
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
理
解
と
い
う
も
の
は
、

私
た
ち
が
区
別
を
措
定
し
て
、再
び
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
す
る
。
そ
し
て
最
高
度
に
彫
琢
さ
れ
た
人
間
の
理
性
で
あ
ろ
う
と
、

そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
働
き
（O

peration

）
が
そ
こ
に
還
元
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
働
き
し
か
、明
示
的
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
知
覚
、

再
【256

】
認
識
そ
し
て
概
念
的
把
握
と
い
う
作
用
が
上
昇
す
る
関
係
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
知
的
な
能
力
の
全
充
実
を
構
成
し
て
い
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る
（
43
）。

　

し
か
し
な
が
ら
私
た
ち
が
あ
る
対
象
を
概
念
把
握
す
る
の
は
、
そ
の
諸
条
件
を
順
番
に
（der Reihe nach

）
表
象
で
き
る
時
、
す

な
わ
ち
対
象
を
、
完
全
な
連
関
の
な
か
で
、
隣
接
す
る
そ
の
原
因
か
ら
導
出
で
き
る
時
で
あ
る
。
こ
う
や
っ
て
私
た
ち
が
洞
察
し
て
、

導
出
し
た
も
の
は
、
機
械
的
な
連
関
（
44
）
を
私
た
ち
に
呈
示
す
る
。
そ
う
や
っ
て
私
た
ち
が
、
例
え
ば
、
円
環
（Cirkel

）
を
把
握
す

る
の
は
、
対
象
の
生
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
あ
る
い
は
対
象
の
自
然
学
を
判
明
に
表
象
で
き
る
場
合
で
あ
る
。
三
段
論
法
の
形
式
を
概

念
把
握
す
る
の
は
、
人
間
の
悟
性
が
判
断
し
た
り
推
論
し
た
り
す
る
際
に
従
う
法
則
を
、
三
段
論
法
の
自
然
学
を
、
三
段
論
法
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
、
私
た
ち
が
実
際
に
認
識
し
た
時
で
あ
る
。
あ
る
い
は
私
た
ち
が
充
足
理
由
律
を
概
念
把
握
す
る
の
は
、
あ
る
概
念
と
い
う

も
の
の
構
成
が
、
概
念
の
自
然
学
を
、
概
念
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
時
で
あ
る 

（*

）。【257

】
あ
る
概
念
と
い
う
も
の
を
構
成

す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
構
成
の
中
で
も
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
概
念
の
構
成
へ
の
洞
察
は
、
私
た
ち
が
、
構
成

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
認
識
を
最
も
確
実
な
仕
方
で
与
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
私
た
ち
は
、
質
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
概
念
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
、
直
観
を
持
つ
だ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
自
身
の
現
存

在
に
つ
い
て
さ
え
、
私
た
ち
は
感
情
を
持
つ
だ
け
で
、
概
念
把
握
す
る
こ
と
は
な
い
。
私
た
ち
の
持
っ
て
い
る
本
来
の
概
念
把
握
は
、

大
き
さ
、位
置
、運
動
そ
し
て
思
考
の
形
式
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
は
あ
る
質
を
探
究
し
て
き
た
と
言
う
場
合
、そ
れ
で
も
っ

て
私
た
ち
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
、
大
き
さ
、
位
置
、
そ
し
て
運
動
に
還
元
し
て
、
そ
の
点
で
解
決
し
て
き
た
、
と

い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
、
質
を
客
観
的
に
無
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
難
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

場
合
に
、
私
た
ち
の
世
界
の
現
存
在
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
判
明
な
概
念
を
生
み
出
す
理
性
の
労
苦
は
、
ど
の
よ
う
な
結
果
を
得
る
に

違
い
な
い
の
か
、
簡
単
に
察
知
さ
れ
よ
う
（
45
）。

　
　
（*

）余
計
な
こ
と
で
は
あ
る
が
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
、
こ
の
後
の
付
録
や
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
書
簡
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に
お
い
て
は
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
か
、
機
械
的
と
い
う
言
葉
は
、
他
の
規
定
が
な
い
ま
ま
現
れ
て
く
る
が
、
そ
う
し
た
語
に
あ
っ

て
は
、
必
然
的
な
連
鎖
の
そ
れ
ぞ
れ
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
広
い
意
義
に
お
い
て
、

機
械
的
な
も
の
と
い
う
概
念
は
、
因
果
性
の
法
則
に
従
っ
て
時
間
の
な
か
で
必
然
的
に
生
じ
る
も
の
す
べ
て
を
、
自
ら
の
も

と
で
把
握
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
化
学
的
な
働
き
や
、
有
機
的
な
働
き
、
さ
ら
に
は
心
理
学
的
な
働
き
を
も
す
べ
て
捉
え
る

の
で
あ
る
。
一
言
で
い
う
な
ら
、
自
然
の
成
り
行
き
に
従
っ
て
の
み
現
れ
る
も
の
や
、
自
然
の
力
の
せ
い
だ
け
に
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
も
の
、
す
べ
て
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
が
（『
実
践
理
性
批
判
』
一
七
三
頁
で
）
言
う
と
こ
ろ
で
は
、「
因
果
性
の
自
然
法
則
に
従
っ
て
時
間
に
お
け
る
出
来
事
の
あ

ら
ゆ
る
必
然
性
を
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
っ
て
も
、
そ
う
し
た
言
葉
で
も
っ
て
、
自
然
法
則
に
服
し

て
い
る
諸
事
物
が
実
際
に
物
質
的
な
機
械
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
見
ら
れ
て
い
る
の

は
た
だ
、
時
間
系
列
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
、
自
然
法
則
に
従
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
必
然

性
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
経
過
が
生
じ
る
主
体
（Subject

）
は
、
こ
う
し
た
機
械
装
置
が
物
質
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
物
質
的
な
自
動
機
械
（A

utom
aton m

aterial
）
と
呼
ば
れ
も
し
よ
う
し
、
あ
る
い
は
、
機
械
装
置
が
表
象
に
よ
っ
て
動
か

さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
同
じ
よ
う
に
、精
神
的
自
動
機
械（A

utom
aton spiritual

）と
呼
ば
れ
も
し
よ
う
。
そ
し
て
、

私
た
ち
の
意
志
の
自
由
が
後
者
の
精
神
的
自
動
機
械
の
自
由
（
つ
ま
り
、
心
理
学
的
な
自
由
で
あ
っ
て
、
比
較
的
な
自
由
で
あ
る
が
、

超
越
論
的
な
自
由
で
は
な
く
、
す
な
わ
ち
同
時
に
絶
対
的
な
自
由
で
は
な
い
）
自
由
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
根
本
的

に
、
一
度
ゼ
ン
マ
イ
が
ま
か
れ
た
な
ら
、
お
の
ず
と
そ
の
動
き
を
続
け
る
ロ
ー
ス
ト
用
回
転
器
の
自
由
よ
り
も
、
ま
だ
ま
し
な
も
の
だ

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」。

　

先
に
、
円
環
の
生
成
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
た
も
の
を
、
誰
も
が
こ
の
名
前
の
道
具
と
同
じ
よ
う
に
、
円
環
と
い
う
形
を
機
械
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的
に
記
述
す
る
も
の
だ
と
思
う
だ
ろ
う
、
な
ど
と
私
は
考
え
な
い
。

　
　
（
42
）
同
書
「
よ
り
完
全
な
知
覚
と
よ
り
多
様
な
結
合
が
、
特
定
の
生
き
物
に
お
い
て
抽
象
化
と
言
語
の
欲
求
を
生
み
出
す
」。

　
　
（
43
）
同
書
四
〇
二
〜
四
〇
四
頁
。

　
　
（
44
）
同
書
「
私
た
ち
が
あ
る
事
柄
を
概
念
把
握
す
る
の
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
、
そ
の
隣
接
す
る
原
因
か
ら
導
出
で
き
る
時
、
言

い
か
え
れ
ば
、
そ
の
直
接
的
な
諸
条
件
を
順
番
に
洞
察
で
き
る
時
で
あ
る
。
こ
う
や
っ
て
私
た
ち
が
洞
察
し
た
り
導
出
し
た

り
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
、
私
た
ち
に
機
械
的
な
連
関
を
呈
示
す
る
の
で
あ
る
」。

　
　
（
45
）
同
書
四
一
九
〜
四
二
〇
註
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「
人
間
が
理
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
理
性
が
人
間
を
持
っ
て
い
る
の
か
？
」　

こ
の
奇
妙
に
聞
こ
え
る
問
い
は
、
一
〇
年

前
に
私
が
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
学
説
に
つ
い
て
の
書
簡
』
の
付
録
七
で
提
起
し
た
問
い
だ
が
、
こ
れ
は
後
に
な
っ
て
他
の
人
た
ち
か
ら
さ
ま

ざ
ま
に
言
い
替
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
こ
の
言
い
回
し
が
彼
ら
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。

カ
ン
ト
で
さ
え
も
、『
徳
論
の
形
而
上
学
的
原
理
』
四
七
頁
（
46
）
で
、こ
の
言
い
回
し
を
利
用
し
て
い
た
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
が
言
う
に
は
、

「
全
く
完
全
な
徳
は
、
人
間
が
徳
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
た
か
も
徳
が
人
間
を
所
有
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
、
表
象
さ
れ
る
。

　
　
（
46
）『
人
倫
の
形
而
上
学
』
一
七
九
七
年
第
二
部
。
そ
の
中
の
「
第
二
部
・
徳
論
の
形
而
上
学
的
な
原
理
』
四
七
頁
。「
徳
は
、
そ

の
全
き
完
全
性
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
な
ら
、
人
間
が
徳
を
所
有
し
て
い
る
よ
う
に
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
徳
が
人
間
を
所

有
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
表
象
さ
れ
る
」。

　

先
の
問
い
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
名
詞
的
な
理
性
あ
る
い
は
人
間
の
精
神
そ
の
も
の
と
、
形
容
詞
的
な
理
性
、
つ
ま
り
自
ら

に
と
っ
て
は
何
ら
本
質
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
本
質
の
特
性
や
性
質
で
し
か
な
い
よ
う
な
理
性
と
の
間
の
違
い
は（*

）【258

】、
私

の
判
断
に
よ
れ
ば
、
自
由
に
つ
い
て
の
学
説
の
、
根
拠
に
置
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
こ
の
学
説
は
、
欺
瞞
に
満

ち
た
言
葉
と
構
想
力
か
ら
成
る
、
虚
し
い
ソ
フ
ィ
ス
ト
的
な
織
物
を
呈
示
す
る
だ
け
で
し
か
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
も
の
が
、
よ
り
鋭

い
探
究
の
面
倒
を
見
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
。

　
　
（*

）「
理
性
と
い
う
こ
と
で
、
判
明
な
概
念
を
持
っ
て
い
る
限
り
で
の
、
そ
し
て
こ
う
し
た
概
念
と
と
も
に
判
断
し
て
推
論
し
て

再
び
別
の
概
念
や
理
念
を
形
成
す
る
限
り
で
の
、
人
間
の
心
を
理
解
す
る
な
ら
、
理
性
は
、
次
第
し
だ
い
に
人
間
が
獲
得
す
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る
人
間
の
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
、人
間
が
あ
る
程
度
は
創
り
出
し
た
道
具
な
の
で
あ
る
。
そ
の
道
具
を
人
間
は
用
い
る
し
、

そ
の
道
具
は
、
人
間
の
話
す
言
葉
が
彼
に
と
っ
て
は
道
具
、
す
な
わ
ち
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
と
似
た
仕
方
で
、
人
間

が
言
葉
を
用
い
て
言
葉
が
人
間
に
属
し
て
い
る
の
と
似
た
仕
方
で
、
人
間
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

こ
れ
に
対
し
て
、
理
性
と
い
う
こ
と
で
、
認
識
一
般
の
原
理
、
根
源
（
無
媒
介
的
に
自
己
自
身
を
措
定
し
て
、
即
か
つ
対

自
的
に
自
ら
で
存
在
し
て
い
る
も
の
）
を
理
解
す
る
の
な
ら
、
理
性
は
精
神
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
、
人
間
の
生
き
生
き

と
し
た
自
然
全
体
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
理
性
に
よ
っ
て
人
間
が
存
立
す
る
。
人
間
は
、
理
性
が
受
け
取
っ

た
一
形
式
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

そ
の
よ
う
に
分
割
し
た
り
分
離
し
た
り
す
る
こ
と
が
生
起
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
思
索
の
中
で
し
か
な
い
。
実
際
の
人

間
を
考
察
す
る
な
ら
、
人
間
の
理
性
的
な
意
識
は
、
独
自
の
も
の
と
疎
遠
な
も
の
と
の
不
可
分
な
合
一
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
受
容
性
と
自
発
性
と
の
、
も
し
く
は
、
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
の
、
自
己
と
他
者
と
の
、
必
然
的
な

も
の
と
偶
然
的
な
も
の
と
の
、
無
制
約
的
な
も
の
と
制
約
さ
れ
た
も
の
と
の
、
時
間
的
な
も
の
と
時
間
の
外
な
る
も
の
と
の
、

自
然
的
な
も
の
と
超
自
然
的
な
も
の
と
の
不
可
分
な
合
一
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の

合
一
は
、
反
省
さ
れ
る
と
同
時
に
、
必
然
的
に
し
て
不
可
能
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
理
性
的
な
現
存
在

そ
の
も
の
の
、
あ
る
い
は
有
限
な
実
在
の
自
己
存
在
の
、
奇
跡
に
し
て
秘
儀
で
あ
る
。
―
―
創
り
出
さ
れ
な
い
も
の
と
創
造

物
と
の
、
神
と
被
造
物
と
の
、
奇
跡
に
し
て
秘
儀
な
の
で
あ
る
」（
47
）（『
ス
ピ
ノ
ザ
の
学
説
に
つ
い
て
の
書
簡
』
四
二
二
〜

四
三
二
頁
）。

　
　
（
47
）『
ス
ピ
ノ
ザ
の
学
説
に
つ
い
て
の
書
簡
』（
増
補
第
二
版
）
四
二
三
〜
四
二
四
頁
「
理
性
と
い
う
こ
と
で
、判
明
な
概
念
を
持
っ

て
い
る
限
り
で
の
、そ
し
て
こ
う
し
た
概
念
と
と
も
に
判
断
し
て
推
論
し
て
再
び
別
の
概
念
や
理
念
を
形
成
す
る
限
り
で
の
、
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人
間
の
心
を
理
解
す
る
な
ら
、
理
性
は
、
次
第
し
だ
い
に
人
間
が
獲
得
す
る
人
間
の
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
用
い

る
道
具
で
あ
っ
て
、
理
性
は
人
間
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
／
こ
れ
に
対
し
て
、
理
性
と
い
う
こ
と
で
、
認
識
一
般
の
原

理
を
理
解
す
る
の
な
ら
、
理
性
は
精
神
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
、
人
間
の
生
き
生
き
と
し
た
自
然
全
体
が
作
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
う
し
た
理
性
に
よ
っ
て
人
間
が
存
立
す
る
。
人
間
は
、
理
性
が
受
け
取
っ
た
一
形
式
で
あ
る
」。

　

実
際
に
こ
う
し
た
区
別
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
中
に
も
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
そ
う
し
た
区
別
は
カ
ン
ト
哲
学
の
中
で
は
一
時
的
に
現

れ
る
だ
け
で
あ
る
。た
だ
ち
に
再
び
消
え
失
せ
る
た
め
だ
け
に
現
わ
れ
る
。そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、非
常
に
良
い
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
精
神
は
、
い
か
な
る
学
問
的
な
取
り
扱
い
に
も
耐
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
精
神
は
文
字
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
は
、
そ
の
学
問
の
門
の
前
で
は
外
部
に
留
ま
る
に
違
い
な
い
。
学
問
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
精
神

そ
の
も
の
は
、
存
在
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
を
判
読
し
て
い
る
よ
う
に
錯
覚
し
て
い
る
人
は
、
き
っ

と
い
つ
も
何
か
別
の
も
の
を
、
知
っ
て
か
知
ら
ず
に
か
、
判
読
し
て
い
る
の
で
あ
る
。【259

】
言
い
替
え
よ
う
。
私
た
ち
は
、
精
神
を
、

文
字
へ
と
転
換
し
よ
う
と
努
力
す
る
が
ゆ
え
に
、
精
神
だ
と
偽
称
す
る
よ
う
な
文
字
は
偽
り
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
必
ず
や
精

神
を
滅
ぼ
す
。
精
神
は
偽
る
。
な
ぜ
な
ら
、
精
神
を
名
乗
る
も
の
は
、
精
神
の
文
字
で
は
、
決
し
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
面

か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
純
然
た
る
欺
瞞
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
、
真
な
る
精
神
な
ら
、
文
字
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
文
字
も
ま
た
精
神
を
持
つ
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
精
神
は
学
問
と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
場
所
で
、
こ
う
し
た
考
察
を
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
、
私
に
は
憚
ら
れ
る
。
私
に
は
、
私
な
り
の
自
由
の
把
握
を
規
定

す
る
こ
と
が
急
が
ら
れ
る
。

　

自
由
と
い
う
言
葉
で
私
が
理
解
す
る
の
は
、
人
間
の
能
力
で
あ
る
。
そ
う
し
た
能
力
の
力
こ
そ
、
彼
自
身
な
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
に

お
い
て
も
、
自
ら
の
外
で
も
唯
一
活
動
的
に
活
動
し
、
作
用
し
、
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
自
ら
を
自
由
な
実
在
だ
と
見
な
し
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て
感
じ
て
、
考
察
す
る
限
り
で
、
人
間
は
、
自
ら
の
人
格
的
な
特
性
を
、
自
分
の
学
問
や
芸
術
を
、
自
分
の
知
的
な
性
格
と
道
徳
的
な

性
格
を
自
己
自
身
だ
け
に
帰
責
す
る
。
そ
の
限
り
で
人
間
は
自
己
自
身
を
、
自
己
自
身
の
創
始
者
、
創
造
者
と
し
て
見
な
す
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
人
間
は
、
精
神
を
、
知
性
を
自
分
の
創
始
者
と
し
て
、
創
造
者
と
し
て
見
な
す
と
と
も
に
、
自
然
を
そ
の
よ
う
に
は
見

な
さ
な
い
限
り
、
人
間
は
自
ら
を
自
由
だ
と
呼
ぶ
。
―
―
自
然
か
ら
人
間
は
、
自
ら
の
本
質
の
一
部
に
従
う
な
ら
、
必
然
的
な
仕
方
で

生
み
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
人
間
は
こ
う
し
た
部
分
と
と
も
に
自
然
に
属
し
て
、
自
然
の
普
遍
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
組
み
込
ま
れ

て
い
て
、
自
然
へ
と
織
り
成
さ
れ
て
い
る
。
―
―
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
が
自
ら
を
自
由
だ
と
呼
ぶ
の
は
、
彼
が
自
分
の
本
質
の
一
部
と
と

も
に
自
然
に
属
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
か
ら
由
来
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
か
ら
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
限
り
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
、
自
然
か
ら
区
別
さ
れ
、
自
然
を
超
え
て
高
ま
り
、
自
然
を
利
用
し
て
自
然
を
制
御
す
る
限
り
の
こ
と
な
の
で

あ
る
。
自
然
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
、
自
分
の
自
由
な
能
力
で
も
っ
て
、
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
征
服
し
て
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
自
分

の
為
に
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
で
は
な
く
、
精
神
だ
け
が
創
作
し
た
り
、
意
図
的
に
産
出
し
た
り
す
る
。
精
神
だ

け
が
虚
構
し
て
、
志
を
持
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
が
生
み
出
す
こ
と
だ
け
で
は
、
盲
目
的
で
理
性
を
欠
い
て
い
て
、
必
然
的
で
単

に
機
械
的
な
産
出
で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
は
、
神
意
も
構
想
も
、
自
由
な
選
択
も
意
図
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
の
意
識
に
お
い

て
も
、
理
性
と
自
由
と
は
不
可
分
に
相
互
に
結
び
つ
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
自
由
な
能
力
は
理
性
か
ら
（
形
容
詞
か
ら
）
導

出
さ
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
自
由
な
能
力
か
ら
（
名
詞
か
ら
）
理
性
が
導
出
さ
れ
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
具
合
に

な
っ
て
い
る
。

　

一
に
し
て
同
一
の
本
質
に
お
け
る
自
然
の
必
然
性
と
自
由
と
の
合
一
は
、
端
的
に
捉
え
難
い
事
実
で
あ
る
。
創
造
に
似
た
奇
跡
と
秘

儀
な
の
で
あ
る
。
創
造
を
把
握
す
る
人
な
ら
、
こ
う
し
た
事
実
を
把
握
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
事
実
を
把
握
す
る
人
な
ら
、
創
造

や
神
そ
の
も
の
を
把
握
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
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さ
て
、
一
面
で
は
、
把
握
で
き
る
も
の
に
お
い
て
の
み
本
質
を
有
す
る
理
性
が
、
こ
の
秘
儀
の
実
在
性
、
こ
の
奇
跡
の
真
理
性
を
否

定
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
、【260

】
力
づ
く
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
既
に
規
定
し
て
い
て
、
既
に
生
じ
て
い
な
か
っ
た
出
来
事
や
、
結
局

は
決
し
て
生
じ
な
か
っ
た
も
の
を
、
何
も
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
、
必
然
性
の
代
弁
者
と
し
て
、
先
の
奇
跡
に
し
て
秘
儀
を
、
こ
の
世

で
の
無
知
の
思
い
違
い
と
し
て
、
取
り
除
こ
う
と
、
一
歩
一
歩
後
退
し
つ
つ
時
間
と
出
来
事
を
根
絶
し
な
が
ら
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
こ

こ
ろ
が
け
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
秘
儀
と
奇
跡
の
実
在
性
と
真
理
性
を
、
他
面
で
、
内
面
の
確
実
な
精
神
は
主
張
し
て
、
そ
し
て
、

こ
れ
に
劣
ら
な
い
理
性
推
論
な
ど
な
い
ほ
ど
の
威
信
の
力
を
も
っ
て
し
て
、
私
た
ち
を
し
て
そ
の
証
言
を
信
じ
る
よ
う
に
強
い
る
の
で

あ
る
。
精
神
は
、
自
ら
が
行
為
を
も
っ
て
主
張
す
る
も
の
を
、
証
明
す
る
。
と
い
う
の
も
、
い
か
な
る
所
業
も
、
極
め
て
微
か
な
行
為

で
さ
え
も
、
自
由
な
能
力
の
影
響
が
な
か
っ
た
な
ら
、
精
神
の
関
与
が
な
か
っ
た
な
ら
、
生
じ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

精
神
が
付
け
加
え
る
の
は
、
機
械
的
で
は
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
従
わ
ず
に
、
む
し
ろ
人
間
の
行

動
や
仕
事
そ
し
て
性
格
に
お
け
る
固
有
の
力
（K

raft

）
に
起
因
す
る
。
精
神
が
こ
の
よ
う
に
自
然
へ
と
干
渉
す
る
影
響
を
否
定
す
る

な
ら
、
到
る
所
で
精
神
を
否
定
し
て
、
精
神
の
代
り
に
、
意
識
を
伴
っ
た
自
然
物
だ
け
を
措
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
こ
う

し
た
意
識
が
も
た
ら
す
の
は
、
も
ろ
も
ろ
の
表
象
と
表
象
に
つ
い
て
の
表
象
、
も
ろ
も
ろ
の
概
念
と
概
念
に
つ
い
て
の
概
念
に
他
な
ら

な
い
。
こ
れ
ら
は
、実
体
が
行
為
へ
と
措
定
さ
れ
て
行
動
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、徐
々
に
生
成
す
る
。
目
の
見
え
な
い
人
が
先
を
行
っ

て
道
を
指
示
し
て
、目
の
見
え
る
人
が
続
い
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
猥
雑
な
も
の
が
秩
序
と
形
態
を
見
つ
け
出
し
て
、

意
味
の
な
い
も
の
が
意
味
や
思
慮
を
、
知
覚
や
悟
性
を
、
非
理
性
的
な
も
の
が
理
性
を
、
生
命
を
欠
い
た
も
の
が
生
き
て
い
る
も
の
を

見
つ
け
出
し
た
の
で
あ
る
。
到
る
所
、
作
品
が
挙
証
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
て
、
自
分
の
儚
い
理
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
推
論
に
基
づ
い
て
こ
う
し
た
こ
と
を
主
張

す
る
の
を
畏
れ
な
い
人
な
ら
、
す
な
わ
ち
ホ
ー
マ
ー
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
、
そ
し
て
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ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
―
―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
プ
ラ
ト
ン
、
カ
ン
ト
、
そ
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
―
―
ど
の
よ
う
な
名
前
で

も
構
わ
な
い
が
、
詩
人
や
哲
学
者
、
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
立
法
者
や
芸
術
家
そ
し
て
英
雄
は
、
自
分
た
ち
の
仕
事
と
業
績
を
、
根
本
的

に
は
闇
雲
に
、
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
必
然
的
な
因
果
連
関
に
お
け
る
系
列
に
お
い
て
、
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
っ
て
順
々
に

も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
意
識
を
伴
う
だ
け
の
知
性
で
あ
っ
た
な
ら
、
到
る
所
、
た
だ
単
な
る
観
望
（Zusehen

）
だ
け
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
―
―
私
が
言
い
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
受
け
容
れ
て
、
自
ら
の
真
理
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
が
い

る
な
ら
、
も
う
こ
れ
以
上
、
争
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
人
に
、
論
理
と
い
う
責
め
具
で
も
っ
て
、
次
の
よ
う
に
自
白
す
る
よ
う
強
要
す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ

ち
、
自
分
は
自
由
を
否
定
し
て
い
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
前
述
の
こ
と
を
、
無
制
限
に
主
張
し
た
の
だ
と
、
自
由
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て

【261

】、
そ
れ
を
使
っ
た
場
合
に
は
い
つ
で
も
た
だ
、（
そ
の
他
に
も
、
彼
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
身
体
的
な
も
の
や
感
覚
的
な
も
の
に

対
す
る
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
嫌
悪
の
情
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
、
申
し
立
て
よ
う
と
彼
は
、
可
能
で
あ
る
な
ら
感
覚
し
て
し
ま
お
う
と
）、

機
械
論
の
唯
物
論
的
な
原
理
を
、
す
な
わ
ち
根
源
的
に
は
単
に
規
定
さ
れ
な
い
と
い
う
活
動
性
そ
れ
自
体
を
、
活
動
性
も
し
く
は
敏
捷

さ
を
考
え
て
い
る
の
だ
、
と
。

　

彼
が
こ
う
し
た
自
白
を
行
っ
た
な
ら
、
私
た
ち
は
彼
を
放
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
哲
学
的
な
正
義
は
も
は
や
彼
に
な

ん
の
手
出
し
も
で
き
な
い
、
お
手
上
げ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
彼
が
否
定
す
る
の
は
厳
密
に
哲
学
的
に
は
証
明
さ
れ
な
い
か
ら
。
彼
が

証
明
す
る
の
は
、
厳
密
な
哲
学
的
な
意
味
で
は
論
駁
さ
れ
得
な
い
か
ら
、
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
す
べ
て
は
自
然
で
あ
っ
て
、
自
由
は
な
い
と
い
う
の
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
、
ひ
と
り
人
間
を
高
貴
に

し
て
高
め
る
も
の
―
―
す
な
わ
ち
真
な
る
も
の
、
善
に
し
て
美
な
る
も
の
―
―
そ
れ
が
欺
き
と
欺
瞞
と
嘘
で
あ
る
と
い
う
の
は
あ
り
得

な
い
か
ら
だ
、
と
私
た
ち
は
言
う
。
あ
り
得
な
い
と
し
た
ら
そ
れ
は
、
自
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
の
本
質
に
お
い
て
、
自
由
と
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自
然
と
が
一
緒
に
住
ま
っ
て
い
て
、
自
然
が
活
動
し
て
い
る
時
に
自
由
が
支
配
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
な
ら
、
本

当
の
尊
敬
、
本
当
の
讃
嘆
、
本
当
の
感
謝
と
愛
な
ど
は
不
可
能
で
あ
る
。
一
つ
の
機
械
、
一
つ
の
自
動
機
械
（
精
神
的
な
も
の
で
も
物

体
的
な
も
の
で
も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
）
は
、
誰
を
も
尊
敬
し
た
り
、
愛
し
た
り
で
き
な
い
し
、
誰
に
も
感
謝
し
た
り
、
あ
る
い
は
ま

た
讃
嘆
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
一
つ
の
機
械
、
一
つ
の
自
動
機
械
を
賛
美
し
な
が
ら
私
た
ち
は
、
常
に
た
だ
、
そ
れ
ら
の
内
に
隠

さ
れ
て
い
る
技
術
、
す
な
わ
ち
洞
察
と
意
図
を
も
っ
て
そ
の
技
術
を
生
み
出
し
た
精
神
を
賛
美
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
精
神
に
こ
そ
先

の
も
ろ
も
ろ
の
感
覚
は
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
関
連
し
て
い
る
の
は
、
ひ
と
え
に
、
機
械
的
に
作
用
す
る
の
で
は
な
い
能

力
に
で
あ
る
。
そ
う
し
た
能
力
は
、
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
方
で
は
な
く
、
把
握
す
る
こ
と
が
（
あ
る
い
は
自
然
的
に
は
）
で
き

な
い
や
り
方
で
作
用
し
、
規
定
し
、
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

　

貴
君
が
、
嘲
り
な
が
ら
、
何
ら
か
の
個
別
的
な
仕
事
の
内
に
、
何
ら
か
の
行
為
の
内
に
、
人
間
的
な
性
格
の
内
に
、
自
由
の
関
与
か

ら
自
然
の
関
与
を
切
り
離
す
こ
と
を
要
求
す
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
申
し
立
て
て
ほ

し
い
と
要
求
す
る
な
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
私
は
、
嘲
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
君
が
褒
め
称
え
た
り
、
尊
敬
し
た
り
、
感
謝
し
た
り
あ

る
い
は
愛
し
た
り
す
る
何
ら
か
の
場
合
に
、
私
の
側
か
ら
貴
君
に
、
こ
う
し
た
区
別
を
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
よ
う
。
自
然
の
活
動
性

と
並
べ
て
自
由
な
能
力
を
表
象
し
な
い
よ
う
に
、
自
由
な
能
力
に
君
の
う
ち
で
生
じ
た
先
の
感
覚
を
関
連
づ
け
な
い
よ
う
に
、
要
求
し

よ
う
。
貴
君
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
わ
け
が
な
い
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
貴
君
が
自
由
な
能
力
を
無
視
す
る
や
い
な
や
、
自
由

な
能
力
を
前
提
す
る
こ
と
を
貴
君
に
実
際
に
不
要
に
す
る
や
い
な
や
、
貴
君
は
こ
う
し
た
感
覚
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

　

私
は
貴
君
に
、
自
由
の
領
域
は
【262

】
無
知
の
領
域
だ
、
な
ど
と
反
論
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
許
し
て
あ
げ
よ
う
。
た
だ
、
次

の
こ
と
だ
け
を
、
人
間
に
は
克
服
し
難
い
無
知
に
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
克
服
で
き
な
い
そ
の
領
域
と
支
配

と
を
ま
す
ま
す
制
限
す
る
こ
と
を
理
性
が
使
命
と
し
て
持
つ
と
こ
ろ
の
無
知
か
ら
、
私
は
無
知
を
区
別
す
る
。
理
性
は
そ
う
し
た
無
知
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を
全
面
的
に
征
服
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
一
歩
一
歩
、
無
知
の
領
域
を
学
問
に
従
属
さ
せ
る
た
め
に
必
然
的
に
進
ん
で
行
く
。
と
こ

ろ
が
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
よ
う
に
、
そ
の
目
的
に
到
達
す
る
こ
と
の
危
険
性
に
気
づ
い
た
な
ら
、
泣
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

学
を
生
み
出
す
理
性
を
根
絶
や
し
に
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
無
知
で
も
っ
て
、
自
由
を
信
じ
る
こ
と
が
基
礎
づ
け
ら
れ
た
な

ら
、
理
性
は
、
人
間
に
と
っ
て
子
ど
も
ら
し
さ
に
留
ま
っ
て
い
て
、
そ
し
て
妄
想
と
欺
瞞
と
折
り
合
っ
て
い
た
限
り
で
は
、
ま
だ
い
い

も
の
で
あ
ろ
う
。
成
長
し
て
、
完
全
性
に
ま
で
繁
栄
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
純
然
た
る
死
も
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
死
は
学
問
や
真
理
と
呼

ば
れ
る
。
学
問
や
真
理
は
、
人
間
の
心
を
喜
ば
せ
な
が
ら
高
め
る
す
べ
て
の
も
の
を
打
ち
砕
く
勝
利
で
あ
る
。
人
間
の
顔
を
神
々
し
く

さ
せ
て
、
人
間
の
目
を
高
み
へ
と
向
け
る
も
の
す
べ
て
に
打
ち
勝
つ
勝
利
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
切
の
偉
大
な
も
の
や
崇
高
な
も
の
、

そ
し
て
美
し
い
も
の
に
対
す
る
勝
利
な
の
で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
べ
き
で
な
い
の
な
ら
、
人
間
に
お
け
る
神
的
な
も
の
の
妄
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
べ
き
で
な
い
の
な
ら
、
真
理
と
純
化
さ

れ
た
理
性
が
神
な
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
べ
き
で
な
い
の
な
ら
、
自
由
を
信
じ
る
こ
と
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
無
知
、
す
な
わ
ち
全
く
違
う

種
類
の
無
知
、
そ
う
し
た
無
知
が
、
学
問
に
接
近
で
き
な
い
真
な
る
も
の
の
場
所
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
―
―
「
肢
か
ら
履
物
を
脱
ぎ

な
さ
い
。
あ
な
た
の
経
っ
て
い
る
場
所
は
聖
な
る
土
地
だ
か
ら
」（
48
）。

　
　
（
48
）『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
第
三
章
五
節
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付
論
Ⅲ

　

私
は
、
テ
キ
ス
ト
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
個
所
を
、
こ
こ
で
、
私
が
そ
れ
を
持
っ
て
き
た
草
稿
で
の
文
脈
に
お
い
て
お
伝
え
す
る

の
が
い
い
と
思
っ
た
。

　
「
人
間
で
あ
る
が
ま
ま
に
人
間
は
愛
し
、
人
間
が
愛
す
が
ま
ま
に
人
間
で
あ
る
。
愛
の
境
地
は
、
―
―
純
粋
な
歓
び
、
尊
敬
、
讃
嘆

で
あ
る
。
愛
は
、
独
特
の
能
力
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
善
と
美
と
は
、
人
間
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

善
や
美
は
人
間
に
伝
え
ら
れ
て
、
人
間
に
理
解
さ
れ
、
そ
し
て
人
間
自
身
を
善
く
美
し
く
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
来
の
愛
が

生
成
す
る
と
こ
ろ
で
は
常
に
、
必
然
的
に
、
善
や
美
が
直
観
さ
れ
て
、
真
理
が
心
に
入
る
の
で
、
こ
う
し
た
直
観
に
お
い
て
―
―
直
観

に
お
い
て
こ
そ
―
―
愛
は
住
ま
う
の
で
、
愛
は
、
お
そ
ら
く
は
ほ
ん
の
偶
然
的
に
愛
に
目
覚
め
さ
せ
た
対
象
が
愛
の
表
象
そ
の
も
の
か

ら
は
独
立
し
て
、
そ
れ
自
身
で
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
徳
の
た
め
に
何
が
し
か
を
得
る
こ
と
も
な
い
し
、
失
う

こ
と
も
な
い
。
本
当
の
美
し
き
愛
は
、
全
面
的
に
愛
を
手
に
し
た
人
間
の
う
ち
に
あ
る
。【263

】
対
象
を
意
図
す
る
誤
謬
は
全
面
的
に

人
間
の
外
部
に
あ
り
、
人
間
の
心
を
汚
し
は
し
な
い
。
偶
像
が
偶
像
崇
拝
者
を
作
る
の
で
は
な
い
。
真
の
神
が
、
本
当
の
崇
拝
者
を
作

る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
真
の
神
の
現
在
は
た
だ
一
つ
の
普
遍
的
な
現
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

冗
談
と
気
紛
れ
の
も
と
に
、
し
ば
し
ば
気
高
く
さ
え
あ
る
思
想
と
深
い
感
情
を
隠
し
て
い
て
、
善
良
で
慎
み
深
い
ヴ
ァ
ン
ズ
ベ
ッ
ク

の
使
者
（
49
）
は
か
つ
て
、
そ
の
ア
ス
ム
ス
に
、
学
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
が
そ
の
場
に
い
た
大
学
で
、
あ
る
先
生
の
講
義

を
聴
講
し
た
か
の
よ
う
に
、
物
語
ら
せ
た
。
神
は
存
在
す
る
の
か
、
果
た
し
て
神
は
何
か
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
哲
学
だ
け

で
あ
る
、
哲
学
が
な
か
っ
た
な
ら
、
神
に
つ
い
て
い
か
な
る
考
え
を
も
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
。
使
者
は
続
け
る
。「
さ
て
、
こ

う
し
た
こ
と
を
先
生
は
言
っ
た
の
で
し
た
。
だ
け
ど
私
に
は
、
誰
だ
っ
て
、
私
は
哲
学
者
で
あ
る
な
ど
と
、
真
理
の
根
拠
と
と
も
に
言
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い
ふ
ら
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
私
は
、
樹
木
を
成
長
さ
せ
た
の
は
誰
か
思
い
つ
か
な
い
よ
う
な
森
を
通
り
抜

け
る
こ
と
な
ど
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
か
ら
、眼
に
見
え
な
い
も
の
に
つ
い
て
何
か
が
、遠
く
か
ら
微
か
に
予
感
さ
れ
た
り
し
ま
す
。

そ
し
て
私
が
誓
っ
て
言
い
た
い
の
は
、
私
は
そ
れ
か
ら
神
を
考
え
る
、
そ
う
し
て
尊
敬
の
念
を
込
め
て
嬉
し
く
身
震
い
す
る
の
で
す
」。

　
　
（
49
）Claudis, M

atthias, 1740-1815. （
偽
名
が
ア
ス
ム
ス
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ヴ
ァ
ン
ズ
ベ
ッ
ク
の
使
者
）

　

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
使
者
は
一
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。「
彼
は
ア
メ
リ
カ
に
い
て
、
あ
る
川
の
有
名

な
滝
を
見
よ
う
と
し
ま
し
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
彼
は
、
自
分
を
案
内
す
る
こ
と
を
原
住
民
に
掛
け
合
い
ま
し
た
。
二
人
が
そ
の
道
中
を

終
え
た
時
、
そ
し
て
滝
へ
行
き
着
い
た
時
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
目
を
見
張
っ
て
、
調
査
し
た
の
で
す
。
原
住
民
は
、
長
い
間
、
う
つ

伏
せ
に
な
っ
た
ま
ま
で
、
し
ば
ら
く
そ
う
し
た
ま
ま
で
い
ま
し
た
。
旅
の
連
れ
が
彼
に
こ
う
尋
ね
ま
し
た
。
何
の
た
め
に
、
誰
の
た
め

に
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
と
。
原
住
民
が
答
え
て
言
う
に
は
、
偉
大
な
精
神
の
た
め
に
で
す
、
と
」。

　

私
の
意
見
は
こ
う
で
あ
る
。
森
の
中
の
使
者
は
、
実
際
に
神
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
滝
の
前
で
う
つ
ぶ
せ
に
倒
れ
た
原

住
民
は
、
本
当
の
神
を
目
に
し
て
、
心
の
中
に
抱
い
た
の
だ
、
と
。
私
が
主
張
し
た
い
の
は
、
不
恰
好
な
聖
像
の
前
で
さ
え
、
信
心
深

い
人
は
、
心
が
そ
の
人
の
胸
の
う
ち
で
正
し
く
高
鳴
り
さ
え
す
る
な
ら
、【264

】
最
も
崇
高
な
感
覚
や
思
想
に
よ
っ
て
、
本
質
的
な
真

理
に
よ
っ
て
全
面
的
に
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
自
ら
聖
化
さ
れ
て
そ
こ
か
ら
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
う
し
た
像
の
前
で
膝
ま
づ
く
こ
と
は
、
膝
ま
づ
い
て
い
る
人
に
起
き
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
起
き
て
い
る

こ
と
を
捨
象
し
て
、
た
だ
像
に
し
か
注
意
を
払
わ
な
い
の
な
ら
、
不
快
極
ま
る
光
景
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
あ
る
哲
学
者
を
、

そ
の
傍
ら
に
、
神
に
つ
い
て
の
単
に
純
粋
な
概
念
と
一
緒
に
立
て
よ
う
。
こ
の
哲
学
者
は
、
自
分
の
概
念
に
賭
け
は
し
な
い
。
と
い
う

の
も
彼
は
、
こ
の
概
念
が
熱
狂
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
う
し
た
概
念
に
対
し
て
、
対
象
が
概

念
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
哲
学
的
な
や
り
方
で
請
け
合
せ
は
さ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
彼
が
原
因
に
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基
づ
い
て
存
在
さ
せ
た
二
義
的
な
対
象
の
前
で
、
そ
の
対
象
に
現
存
在
を
、
実
際
に
は
、
本
当
に
真
面
目
に
は
、
認
め
る
こ
と
を
し
な

い
ま
ま
、ひ
れ
伏
す
こ
と
な
ど
し
な
い
。
―
―
彼
は
、自
分
自
身
の
不
確
実
な
思
想
の
前
で
額
づ
き
な
ど
し
な
い
の
で
あ
る
。
―
―
ま
っ

た
く
笑
止
千
万
な
こ
と
で
あ
る
！　

哲
学
者
は
ま
た
、
自
ら
の
不
確
実
な
思
想
の
前
で
、
感
情
に
満
ち
溢
れ
て
膝
を
折
っ
た
り
す
る
こ

と
も
な
い
。感
覚
と
祈
り
の
姿
勢
は
そ
の
思
想
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
！　

彼
は
冷
血
の
ま
ま
で
、何
を
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
よ
く
知
っ

て
い
る
。
彼
は
、
自
分
の
神
に
対
し
て
、
高
く
向
き
合
っ
て
、
精
神
の
完
全
な
現
在
を
伴
っ
た
顔
の
前
で
、
た
だ
自
己
自
身
だ
け
に
尊

敬
を
払
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
彼
が
私
た
ち
に
感
覚
さ
せ
る
も
の
を
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
呼
ぼ
う
か
？　

―
―
こ
こ
で
は
偶
像

と
人
間
と
は
矛
盾
し
合
わ
な
い
の
か
？　

双
方
は
こ
こ
で
は
全
く
心
の
中
に
あ
る
。

　
「
い
と
こ
よ
！
」
と
、
ヴ
ァ
ン
ズ
ベ
ッ
ク
の
使
者
は
、
ア
ン
ド
レ
へ
の
手
紙
に
書
い
て
い
る
。
―
―
そ
し
て
私
も
認
め
よ
う
。「
過
剰

に
考
え
て
、
そ
れ
も
尊
大
に
し
か
も
幅
を
利
か
せ
て
い
る
人
が
君
に
と
っ
て
現
れ
た
場
合
、
向
き
直
っ
て
、
彼
に
同
情
し
な
さ
い
。
私

た
ち
は
、
偉
大
で
は
な
い
。
そ
し
て
私
た
ち
の
幸
福
は
、
私
た
ち
が
何
か
も
っ
と
偉
大
で
も
っ
と
善
い
も
の
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
立
派
な
学
者
た
ち
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
そ
う
で
あ
る
以
上
に
自
ら
を
信
じ
る
こ
と

は
な
い
。
儲
け
た
気
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
で
懐
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
」。

　

も
う
一
度
、
彼
は
言
う
。「
私
が
思
う
に
、
何
が
正
し
い
か
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
私
は
た
だ
の
一
回
で
い
い
か
ら
、
そ
う
し
た
人

を
見
て
み
た
い
も
の
だ
し
、
そ
う
い
う
人
を
知
り
た
い
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
人
を
、
私
も
描
い
て
み
た
い
の
だ
が
、
明
る
い
晴
れ
や

か
な
落
ち
着
い
た
眼
で
、
静
か
で
偉
大
な
意
識
で
も
っ
て
、
描
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
そ
う
し
た
人
な
ら
、
威
張
っ
て
は
い
け

な
い
。【265

】
他
人
の
こ
と
を
侮
っ
た
り
排
除
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。
嗚
呼
、
自
惚
れ
と
高
慢
は
、
敵
意
の
あ
る
情
熱
で
あ
る
。

草
と
花
と
は
、
近
く
で
繁
茂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」。
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付
録
Ⅰ

人
間
の
自
由
に
つ
い
て

第
一
部 　

人
間
は
自
由
で
は
な
い
。

Ⅰ　

我
々
に
知
ら
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
諸
事
物
の
現
存
在
す
る
こ
と
の
可
能
性
は
、
他
の
個
々
の
諸
事
物
の
〈
共
に
現
存
在
す

る
こ
と
（M

itdaseyn

） 

〉
を
裏
付
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
し
て
我
々
は
、
一
つ
の
そ
れ
だ
け
で
存
立
し
て

い
る
有
限
な
存
在
者
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

Ⅱ　

実
存
（Existenz

）
と
共
存
（Coexistenz

）
と
の
多
様
な
関
連
の
成
果
は
、
生
き
生
き
と
し
た
自
然
に
お
い
て
、
感
覚
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

Ⅲ　
〈
一
つ
の
生
き
生
き
と
し
た
自
然
が
、
自
ら
の
感
覚
の
尺
度
に
従
っ
て
、
内
面
で
は
機
械
的
に
振
舞
う
こ
と
〉
を
我
々
は
欲
望
や

嫌
悪
と
呼
ぶ
。
―
―
言
い
換
え
れ
ば
、
生
き
生
き
と
し
た
自
然
が
現
存
在
し
て
存
立
す
る
こ
と
の
内
面
的
な
条
件
が
、
ま
さ
し
く
こ

の
現
存
在
の
外
面
的
な
条
件
に
対
す
る
関
係
が
感
覚
さ
れ
る
な
ら
、
あ
る
い
は
ま
た
、
内
面
的
な
諸
条
件
の
相
互
関
係
が
感
覚
さ
れ

る
な
ら
、
我
々
が
欲
望
と
か
嫌
悪
と
か
呼
ぶ
運
動
に
、
機
械
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

一
つ
の
生
き
生
き
と
し
た
自
然
の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
、
我
々
は
、
欲
望
の
根
源
的
な

衝
動
（T

rieb

） 

と
呼
ぶ
。
そ
し
て
そ
の
衝
動
は
、
こ
れ
ら
の
事
物
の
本
質
そ
の
も
の
を
構
成
し
て
い
る
。
衝
動
の
仕
事
は
、
そ
の

衝
動
が
衝
動
で
あ
る
よ
う
な
、
特
殊
な
自
然
の
持
つ
、
存
立
す
る
た
め
の
能
力
を
維
持
し
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
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Ⅴ　

こ
う
し
た
根
源
的
な
衝
動
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
欲
望
だ
と
、
す
な
わ
ち
個
別
的
な
存
在
者
の
絶
対
的
な
欲
望
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
欲
求
の
集
合
は
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
普
遍
的
な
欲
求
か
ら
は
、
た
だ
、
多
く
の
そ
の
時
々
の
応
用

（A
nw

endung

） 

だ
っ
た
り
、
変
様
（M

odification

）
だ
っ
た
り
す
る
。

Ⅵ　

万
人
が
、等
し
い
仕
方
で
、自
ら
を
お
よ
そ
現
存
在
に
お
い
て
異
時
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
限
り
、ど
ん
な
個
々
の
本
質
に
と
っ

て
も
、
類
や
種
や
性
別
の
違
い
な
く
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
欲
求
は
、
端
的
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
だ
と
、
あ
る
い
は
無
条
件
的
に
普
遍

的
だ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

Ⅶ　

ま
っ
た
く
規
定
さ
れ
な
い
よ
う
な
能
力
は
、
無
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ん
な
規
定
で
あ
れ
、〈
な
ん
ら
か
の
既
に
規

定
さ
れ
て
い
る
も
の
〉
を
前
提
し
て
い
る
し
、
あ
る
法
則
の
結
果
に
し
て
実
現
で
あ
る
。
第
一
の
種
の
欲
求
で
あ
れ
、
第
二
の
種
の

欲
求
で
あ
れ
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
欲
求
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
法
則
を
も
前
提
し
て
い
る
。

Ⅷ　

理
性
的
な
存
在
者
の
根
源
的
な
衝
動
は
、
ど
ん
な
そ
れ
以
外
の
存
在
者
の
衝
動
も
、
衝
動
が
表
現
す
る
特
殊
な
自
然
の
、
現
存
在

す
る
能
力
を
維
持
し
て
増
大
せ
ん
と
す
る
絶
え
ざ
る
努
力
に
お
い
て
存
立
し
て
い
る
。

Ⅸ　

理
性
的
な
自
然
の
現
存
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
そ
れ
以
外
の
自
然
と
は
違
っ
て
、
人
格
的
な
現
存
在
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
特
殊
な

存
在
者
が
自
分
の
同
一
性
に
つ
い
て
意
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
成
り
立
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
識
一
般
の
よ
り
高
次
の
段
階
の
結
果

な
の
で
あ
る
。

Ⅹ　

理
性
的
な
存
在
者
の
自
然
的
な
衝
動
、
も
し
く
は
、
理
性
的
な
欲
望
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
必
然
的
に
、
人
格
性
の
程
度
を
高
め
る
こ

と
に
向
か
う
。
す
な
わ
ち
、
生
き
生
き
と
し
た
現
存
在
そ
の
も
の
の
程
度
を
高
め
る
こ
と
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

XI　

理
性
的
な
欲
求
一
般
と
か
、
理
性
的
な
存
在
者
の
衝
動
そ
の
も
の
を
、
私
た
ち
は
意
志
と
呼
ぶ
。

XII　

ど
ん
な
有
限
な
本
質
の
現
存
在
も
、
継
起
的
（succeßiv

）
な
現
存
在
で
あ
る
。
そ
の
人
格
性
は
、
記
憶
と
反
省
に
基
づ
い
て
い
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る
。
有
限
な
存
在
者
の
、
限
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
判
明
で
あ
る
認
識
は
、
概
念
に
基
づ
い
て
い
て
、
従
っ
て
、
抽
象
や
言
葉
や

文
字
や
そ
の
他
の
記
号
に
基
づ
い
て
い
る
。

XIII　

意
志
の
法
則
は
、
調
和
と
連
関
の
概
念
に
従
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
根
本
原
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
意
志
は
、
実
践

的
な
諸
原
理
の
能
力
で
あ
る
。

XIV　

理
性
的
な
存
在
者
が
そ
の
根
本
原
則
と
調
和
し
て
行
為
し
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
意
志
に
従
っ
て
、
つ
ま
り
、

理
性
的
な
欲
望
に
従
っ
て
行
為
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
非
理
性
的
な
欲
望
に
従
っ
て
行
為
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

XV　

非
理
性
的
な
欲
望
な
ら
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、そ
れ
を
満
た
す
な
ら
ば
、理
性
的
な
現
存
在
の
同
一
性
は
妨
げ
ら
れ
る
。
従
っ

て
、
た
だ
、
理
性
的
な
現
存
在
に
の
み
基
づ
い
て
い
る
人
格
性
は
、
損
な
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
生
き
生
き
と
し
た
現

存
在
の
量
は
、
そ
れ
だ
け
減
少
す
る
の
で
あ
る
。

XVI　

人
格
を
生
み
出
す
程
の
生
き
生
き
と
し
た
現
存
在
は
、
生
き
生
き
し
て
い
る
現
存
在
一
般
の
流
儀
に
他
な
ら
ず
、
独
自
の
特
殊
な

現
存
在
と
か
存
在
者
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
人
格
は
、
人
格
に
お
け
る
根
本
命
題
に
従
っ
て
、
結
果
と
し
て
生
じ
る
諸
行
為

だ
け
に
責
任
を
負
う
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
非
理
性
的
な
欲
望
や
闇
雲
な
傾
向
性
の
結
果
た
る
諸
行
為
の
責
任
を
も
負
う
の
で
あ
る
。

XVII　

非
理
性
的
な
欲
望
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
た
人
間
が
、
自
ら
の
根
本
命
題
を
踏
み
超
え
て
し
ま
っ
た
場
合
、
そ
の
人
は
、
自
ら
の
行

為
の
悪
い
結
果
を
感
じ
た
な
ら
、
あ
と
か
ら
こ
う
言
う
こ
と
が
常
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
当
然
の
報
い
を
受
け
た
、
と
。
彼
は
、
自

ら
の
本
質
の
同
一
性
を
意
識
し
て
い
る
た
め
、
自
己
自
身
を
、
そ
こ
に
お
い
て
彼
が
自
ら
存
在
し
て
い
る
不
愉
快
な
状
況
の
張
本
人

と
し
て
直
観
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
自
ら
の
内
面
に
お
い
て
極
め
て
嫌
な
葛
藤
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

XVIII　

こ
う
し
た
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
の
が
、
た
だ
、
一
つ
の
根
本
衝
動
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
限
り
で
の
、
実
践
理
性
の
全
体
系
で

あ
る
。
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XIX　

人
間
が
た
だ
一
つ
の
欲
望
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
彼
は
正
義
や
不
正
義
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
把
握
で
き
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
は
、
す
べ
て
を
同
じ
程
度
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
か
な
り
多
く
の
欲
望
を
持
っ
て
い
る
。

む
し
ろ
、
一
つ
の
欲
望
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
そ
の
他
の
欲
望
を
充
足
で
き
な
く

さ
せ
て
し
ま
う
。
さ
て
、
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
が
、
唯
一
の
根
源
的
な
欲
望
の
変
様
で
し
か
な
い
の
な
ら
、
こ
の

唯
一
の
欲
望
は
、
原
理
を
用
立
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
原
理
に
従
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
が
バ
ラ
バ
ラ
に
斟
酌
さ
れ
、

そ
の
原
理
に
よ
っ
て
関
係
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
原
理
に
従
っ
て
、
人
格
が
自
己
自
身
と
矛
盾
し
た
り
、
敵
対
関
係
に

陥
っ
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、
そ
れ
ら
の
欲
望
は
充
足
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

XX　

そ
う
し
た
内
面
的
な
正
義
は
、
ど
ん
な
人
間
に
あ
っ
て
も
彼
の
意
識
の
同
一
性
の
ゆ
え
に
、
不
完
全
な
ま
ま
、
機
械
的
な
仕
方
で

形
成
さ
れ
る
。
外
面
的
な
正
義
は
、
そ
れ
を
人
間
が
、
市
民
的
な
連
帯
（V

ereinigung

） 

に
入
る
時
に
、
相
互
に
自
由
に
申
し
合

わ
せ
て
、
強
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
確
定
し
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
外
面
的
な
正
義
は
常
に
た
だ
、
個
々
の
成
員
の
間
で
成
立
し
た

内
面
的
な
正
義
の
模
写
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
、
私
た
ち
に
何
か
詳
細
な
情
報
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
す
べ
て
の
国
民
の
歴

史
を
参
照
す
る
よ
う
に
指
示
し
よ
う
。【268
】

XXI　

諸
状
況
に
応
じ
て
、
内
面
的
な
正
義
が
比
較
的
完
全
で
あ
る
状
態
に
到
達
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
状
態
は
、
た
だ
、
ま

さ
に
、
も
っ
と
完
全
で
な
い
内
面
的
な
正
義
を
生
み
出
し
た
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
確
定
し
た
り
彫
琢
し
た
り
す
る
も
の
と
し
て
、

結
果
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
べ
て
の
根
本
命
題
は
、
欲
望
と
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
根
本
命
題
が
実
際
に
遵
守
さ

れ
る
限
り
に
お
い
て
、
ど
こ
か
ほ
か
で
既
に
規
定
さ
れ
て
い
る
活
動
性
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
命
題
は
、
決
し
て
、
あ
る
活

動
の
端
緒
で
あ
っ
た
り
、
第
一
原
因
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
が
な
い
。
実
効
的
な
根
本
命
題
を
形
成
し
た
り
実
践
的
に
想
定
し
た
り

す
る
能
力
や
技
能
は
、
表
象
を
感
得
す
る
能
力
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
表
象
を
概
念
へ
転
化
す
る
能
力
の
よ
う
な
も
の
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で
あ
る
。
い
わ
ば
、
思
想
の
活
気
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
理
性
的
な
現
存
在
の
程
度
、
そ
う
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

XXII　

根
本
命
題
一
般
の
原
理
（
も
し
く
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
）
は
、
理
性
的
な
存
在
者
の
根
源
的
な
欲
望
で
あ
り
、
彼
独
自
の
特

殊
な
現
存
在
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
彼
の
人
格
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
格
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
損
な
お
う
と
す
る
も

の
を
、
自
ら
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

XXIII　

ま
さ
に
こ
う
し
た
衝
動
か
ら
、
自
然
的
な
愛
や
義
務
（V
erbindlichkeit

） 

が
他
者
に
対
す
る
正
義
（Gerechtigkeit

） 

へ
と
流

れ
て
い
く
。
理
性
的
な
存
在
者
は
、
理
性
的
な
存
在
者
と
し
て
、（
抽
象
的
な
形
で
）
他
の
理
性
的
な
存
在
者
か
ら
区
別
さ
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。〈
私
〉
と
人
間
と
は
、
一
つ
で
あ
る
。〈
彼
〉
と
人
間
と
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
と
私
は
一
つ
な
の
で
あ

る
。そ
れ
だ
か
ら
人
格
の
愛
は
、個
人
の
愛
を
制
限
す
る
。そ
し
て
個
人
に
気
を
配
ら
な
い
よ
う
強
い
る
の
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、

後
者
〔
個
人
の
愛
〕
が
、
理
論
に
お
い
て
は
、
個
人
を
絶
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
拡
大
さ
れ
な
い
た
め
に
、
そ

し
て
人
格
に
お
い
て
純
然
た
る〈
無（N

ichts
）〉が
残
さ
れ
る
た
め
に
は
、先
に
既
に
暗
示
さ
れ
て
い
た
詳
細
な
規
定
が
必
要
に
な
る
。

し
か
も
、
そ
れ
を
更
に
説
明
す
る
こ
と
が
当
面
の
我
々
の
目
的
で
は
な
い
。
私
た
ち
に
は
、
こ
う
し
た
方
法
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、

実
践
理
性
の
確
然
的
（apodiktisch

） 

な
法
則
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
の
道
徳
法
則
が
、
成
立
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
判
明
に
洞

察
す
る
に
至
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
自
由
に
つ
い
て
の
仮
象
な
ら
、
し
ば
し
ば
対
立
的
に
な
る
個
人
の
利
害
・
関

心
と
人
格
の
利
害
・
関
心
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
支
配
の
交
替
す
る
幸
福
に
よ
っ
て
、
成
就
さ
れ
、
こ
う
し
た
こ
と
を
人
格
は
、
判

明
な
意
識
と
結
び
つ
け
ら
れ
つ
つ
要
求
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
単
純
な
根
本
衝
動

は
、
自
ら
の
最
高
の
展
開
に
至
る
ま
で
、
純
粋
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
け
を
示
し
て
、
自
由
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
う
こ
と
を
決
定
で

き
る
こ
と
で
、
私
た
ち
に
は
十
分
な
の
で
あ
る
。
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【269
】

第
二
部　

人
間
は
自
由
を
持
っ
て
い
る

XXIV　

す
べ
て
の
有
限
な
事
物
の
現
存
在
が
〈
共
に
現
存
在
す
る
こ
と
（M

itdaseyn

） 

〉
に
基
づ
い
て
い
る
、
そ
し
て
私
た
ち
に
は
端

的
に
独
立
に
存
在
し
て
い
る
本
質
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
否
み
難
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
同
じ
よ
う
に
否
定
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
に
は
、
端
的
に
依
存
的
な
本
質
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
も
、

な
お
の
こ
と
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
依
存
的
な
本
質
な
ら
、
全
面
的
に
受
動
的
（pasiv

） 

で
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
受
動
的
で
あ
り
得
た
わ
け
が
な
い
。
と
い
う
の
は
、
既
に
何
も
の
か
で
な
い
よ
う
な
も
の
は
、

何
も
の
か
だ
と
し
て
、
単
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
属
性
を
自
分
に
即
し
て
持
っ
て
い
な
い
も
の
な
ら
、

そ
こ
に
お
い
て
は
、〔
関
係
を
〕
比
較
し
て
み
て
も
、
い
か
な
る
属
性
も
産
出
さ
れ
得
な
い
。
い
や
、
本
質
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

い
え
ば
、
決
し
て
関
係
な
ど
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

XXV　

さ
て
、
徹
底
的
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
現
存
在
も
し
く
は
本
質
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
ず
、
虚
構
（U

nding

）
で
あ
る
の
な
ら
、

単
に
媒
介
さ
れ
た
だ
け
の
、全
面
的
に
機
械
的
な
行
為
（H

andlung

）
も
ま
た
、虚
構
と
い
う
こ
と
に
な
る
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
、

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
即
自
的
に
、
た
だ
、
偶
然
的
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
純
粋
な
自
己
活
動
性
が
機
構
に
と
っ
て

必
ず
や
常
に
根
底
に
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

XXVI　

有
限
な
本
質
な
ら
ど
れ
も
、
そ
の
現
存
在
に
お
い
て
、
従
っ
て
、
そ
の
行
為
や
受
苦
に
お
い
て
も
、
他
の
有
限
な
本
質
を
必
ず
や

支
え
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
関
連
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
認
識
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
同
時
に
ま
た
、
個
別
的
な
本

質
な
ら
ど
れ
も
が
す
べ
て
、
機
械
的
な
法
則
の
も
と
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
も
認
識
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
個
別
的
な
本
質
の
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存
在
や
作
用
が
媒
介
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
端
的
に
、
そ
れ
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
法
則
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
行
為
で
あ
ろ
う
と
、
部
分
的
に
は
他
の
本
質
の
行
為
で
あ
る
。

XXVII　

諸
事
物
の
現
存
在
を
媒
介
し
て
い
る
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
判
明
な
認
識
だ
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
媒
介
を
も

許
さ
な
い
も
の
は
、
私
た
ち
に
よ
っ
て
判
明
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

XXVIII　

絶
対
的
な
自
己
活
動
性
は
、
媒
介
を
排
除
す
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
絶
対
的
な
自
己
活
動
性
の
内
面
を
何
ら
か
の
方
法
で
判
明

に
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

XXIX　

そ
れ
ゆ
え
、
絶
対
的
な
自
己
活
動
性
の
可
能
性
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
絶
対
的
な
自
己
活
動

性
の
現
実
性
は
、
直
接
的
に
意
識
の
内
に
呈
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
所
業
（T

hat

）
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。

XXX　

そ
う
し
た
絶
対
的
な
自
己
活
動
性
は
自
由
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
限
り
で
そ
れ
は
、
個
別
的
な
本
質
の
感
性
的
な
現
存
在
を
決
定
し

て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
立
し
て
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
。【270

】

XXXI　

私
た
ち
は
、
生
き
て
い
る
本
質
と
い
う
こ
と
で
、
た
だ
人
間
だ
け
を
知
っ
て
い
る
が
、
人
間
は
、
自
分
の
自
己
活
動
性
の
意
識
、

す
な
わ
ち
、
召
命
（Beruf

） 

と
自
由
な
活
動
に
対
す
る
衝
動
（A

ntrieb

） 

を
伴
な
う
程
度
の
意
識
を
、
与
え
ら
れ
て
い
る
。

XXXII　

そ
れ
ゆ
え
、
自
由
は
、
根
拠
な
く
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
馬
鹿
げ
た
能
力
の
内
に
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
同
じ
よ

う
に
、
有
用
な
も
の
も
し
く
は
合
理
的
な
欲
望
の
間
で
よ
り
良
い
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
の
内
に
存
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
う
し
た
選
択
な
ら
、
た
と
え
極
め
て
派
生
的
な
諸
概
念
に
従
っ
て
生
じ
た
に
し
て
も
、
常
に
た
だ
機
械
的
に
し
か
生
じ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
自
由
は
、
そ
の
本
質
上
、
意
志
が
欲
望
か
ら
独
立
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
し

て
い
る
。

XXXIII　

意
志
は
純
粋
な
自
己
活
動
性
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
が
理
性
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
程
度
の
意
識
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
。
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XXXIV　

意
志
の
独
立
性
や
内
面
的
な
全
能
、
も
し
く
は
感
性
的
な
本
質
に
対
し
て
叡
智
的
な
本
質
が
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
は
、
事
実
上
、
す
べ
て
の
人
間
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
。

XXXV　

古
代
の
賢
人
達
に
よ
っ
て
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
ス
ト
ア
派
に
よ
っ
て
、
欲
望
の
事
物
と
名
誉
の
事
物
と
の
間
に
は
比
較
が
成
り
立

た
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
欲
望
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
は
、
と
彼
ら
が
言
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
快
適
な
も
の
と

い
う
感
覚
に
従
っ
て
、
そ
し
て
役
立
つ
も
の
と
い
う
概
念
に
従
っ
て
、
相
互
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
他
の
も
の
の
欲
望
を

犠
牲
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
欲
望
の
原
理
は
、
名
誉
の
原
理
と
の
い
っ
さ
い
の
関
係
の
外
部
に
あ
る
。

名
誉
の
原
理
は
、
た
だ
、
一
つ
の
対
象
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
本
性
そ
れ
自
体
の
完
全
性
、
つ
ま
り
、
自
己
活
動
性
、
自
由
を
対
象

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、古
代
の
賢
人
た
ち
に
あ
っ
て
、す
べ
て
の
経
緯（V

ergehung

） 

は
等
し
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

常
に
た
だ
、〈
二
つ
の
比
較
で
き
な
い
原
理
、そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
現
実
的
な
矛
盾
（Collision

） 

へ
と
至
り
得
な
か
っ
た
二
つ
の
原
理
、

そ
う
し
た
原
理
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
ら
、
行
為
が
生
じ
得
た
の
か
〉
と
い
う
問
い
だ
け
が
残
っ
た
。
彼
ら
は
正
当
に
も
、
た
だ
自
分

の
魂
の
生
を
生
き
て
い
る
人
だ
け
、
つ
ま
り
、
自
分
自
身
の
本
性
の
法
則
に
従
っ
て
自
ら
を
規
定
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
た
だ
自
ら
だ
け

に
従
い
、
常
に
自
分
で
行
動
す
る
人
だ
け
が
、
自
由
な
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
反
対
に
、
彼
ら

が
純
然
た
る
奴
隷
を
見
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
欲
望
の
事
物
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

事
物
の
法
則
に
従
っ
て
生
き
て
い
て
、
欲
望
の
諸
事
物
に
服
属
し
た
ま
ま
、
自
分
の
欲
望
に
従
っ
た
様
式
で
、
絶
え
ず
変
え
ら
れ
て
、

行
為
す
る
よ
う
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
人
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

XXXVI　

さ
て
ど
の
程
度
、
私
た
ち
の
啓
蒙
さ
れ
た
時
代
が
、
―
―
熱
狂
―
―
も
し
く
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
や
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の

神
秘
主
義
を
超
え
出
て
い
る
に
し
て
も
、【271

】
私
た
ち
は
、
ま
だ
、
判
明
性
（D

eutlichkeit

）
や
根
拠
性
（G

ründlichkeit

）

の
点
で
、
い
っ
さ
い
の
名
誉
の
感
情
か
ら
解
放
さ
れ
る
ほ
ど
ま
で
に
は
進
歩
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
感
情
の
閃
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き
が
ま
だ
人
間
の
う
ち
に
あ
る
限
り
、
自
由
の
抗
い
が
た
い
証
言
、
意
志
が
内
面
で
は
万
能
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
抑
え
が
た
い
信

念
が
人
間
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
口
で
は
こ
う
し
た
信
念
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
は
良
心
の
な
か
に
あ
り

続
け
、
予
期
し
な
い
ま
ま
に
、
詩
人
の
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
」（
１
）
が
、
自
ら
の
内
に
立
ち
返
っ
て
、
狼
狽
し
た
ま
ま
、
身
の
毛
も
よ
だ

つ
よ
う
な
言
葉
を
吐
く
よ
う
に
、
一
挙
に
迸
り
出
る
。

　
　
　

結
局
残
る
の
は
後
悔
な
の
だ

　
　
　
（
１
）V

oltaire, de : 
“Mahom

et, T
ragedie 

”.  A
 Bruxelles 1742, S.72.

XXXVII　

し
か
し
な
が
ら
、
口
で
も
っ
て
は
こ
う
し
た
信
念
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
恥
ず
べ
き

行
為
へ
の
い
か
な
る
誘
惑
に
も
、
常
に
負
け
は
し
な
い
と
い
う
名
声
を
誰
が
持
と
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
？　

誰
が
た
だ
、
こ
こ
で

熟
慮
す
る
こ
と
を
、
有
利
か
不
利
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
、
程
度
と
量
を
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
定
言
命
法
も
し
く
は
法
則
に
も
則

を
）
考
え
る
こ
と
を
、
必
要
と
す
る
と
い
う
名
声
を
得
よ
う
と
す
る
人
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
？
―
―
こ
う
し
た
や
り
方
で
、
私
た
ち

は
、
他
の
人
間
に
関
し
て
も
判
断
す
る
。
私
た
ち
は
誰
か
が
、
快
適
な
も
の
を
有
用
な
も
の
よ
り
も
優
先
し
た
り
、
自
ら
の
目
的
に

逆
行
す
る
手
段
を
選
ん
だ
り
、
自
分
の
願
い
や
努
力
に
お
い
て
自
己
矛
盾
し
た
り
す
る
の
を
見
る
な
ら
、
彼
は
非
理
性
的
で
、
愚
か

な
こ
と
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
自
分
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
に
い
い
加
減
で
あ
る
な
ら
、
悪
習
で
彼
が
自
ら
を
汚
す
こ

と
に
な
る
な
ら
、
ま
た
彼
が
不
当
に
も
、
暴
力
を
行
使
す
る
の
な
ら
、
私
た
ち
は
彼
を
憎
ん
で
、
嫌
悪
す
る
。
―
―
し
か
し
、
そ
れ

で
も
私
た
ち
は
彼
を
、
全
面
的
に
捨
て
お
く
こ
と
は
ま
だ
で
き
な
い
。
し
か
し
彼
が
何
ら
か
の
決
定
的
な
仕
方
で
、
名
誉
の
感
情
を

否
定
す
る
な
ら
、
内
面
的
な
汚
辱
に
塗
れ
、
も
は
や
自
分
で
恥
を
か
い
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と

を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
私
た
ち
は
彼
を
、
無
慈
悲
に
切
り
捨
て
る
こ
と
に
な
っ
て
、
私
た
ち
の
足
元
の
泥
に
な
る
。

XXXVIII　

こ
う
し
た
無
条
件
的
な
判
断
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
？
ど
こ
か
ら
、
そ
う
し
た
際
限
の
な
い
尊
大
さ
と
要
請
は
来
る
の
か
？
そ
れ
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ら
は
、
決
し
て
根
本
原
則
や
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
感
情
を
要
求
し
て
、
感
情
の
現
存
在
を
確

然
的
に
要
求
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

XXXIX　

こ
う
し
た
思
い
上
が
り
と
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
の
正
し
さ
な
る
も
の
が
、
あ
る
定
式
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
正
し
い
結
び
つ
き
へ
の
洞

察
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
、
Ａ
が
Ｂ
と
等
し
く
、
Ｃ
が
Ａ
と
等
し
い
な
ら
、
Ｂ
は
Ｃ
等
し
い
と
い
う
具
合
に
、
続
き
あ
う
命
題
の
結
論

が
確
実
に
真
理
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
？　

―
―
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
う
し
た
や
り
方

で
、
理
性
的
な
本
質
で
あ
る
限
り
の
人
間
な
ら
、
た
と
え
、
霊
魂
の
不
滅
を
信
じ
て
い
な
く
て
も
【272

】、「
人
間
が
背
信
に
よ
っ

て
現
在
の
死
の
危
難
か
ら
救
わ
れ
る
」（
２
）
と
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
ら
の
生
を
犠
牲
に
供
す
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
た
。

そ
し
て
抽
象
的
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
は
正
し
い
。
純
粋
理
性
を
も
っ
た
人
間
が
、
嘘
を
つ
い
た
り
偽
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
三
角
形
の
三

つ
の
角
は
二
直
角
で
は
な
い
と
い
う
の
と
同
様
に
、
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
現
実
的
な
本
質

が
、
自
分
の
理
性
と
い
う
抽
象
概
念
に
よ
っ
て
窮
地
に
陥
れ
ら
れ
た
り
、
言
葉
遊
び
を
通
し
て
考
え
ら
れ
た
だ
け
の
も
の
に
す
っ
か

り
魅
了
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
―
―
決
し
て
な
い
！
名
誉
心
を
当
て
に
し
て
、約
束
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

三
段
論
法
の
純
然
た
る
精
神
と
は
別
の
精
神
も
、
人
間
の
内
に
宿
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　
　
　
（
２
）『
エ
チ
カ
』
第
四
部
、
定
理
七
二
の
「
証
明
」

XL　

私
は
、
こ
う
し
た
他
の
精
神
を
、
土
く
れ
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
に
込
め
ら
れ
た
神
の
息
吹
だ
と
思
う
。

XLI　

こ
う
し
た
精
神
が
差
し
当
た
り
、
自
ら
の
現
存
在
を
証
明
す
る
と
こ
ろ
の
悟
性
は
、
実
際
に
は
、
精
神
を
欠
い
た
な
ら
、
あ
の
驚

嘆
す
べ
き
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
眼
の
見
え
る
人
の
管
理
を
、
眼
の
見
え
な
い
人
に
よ
っ
て
も

可
能
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
装
置
の
必
然
性
を
も
、
理
性
推
論
に
よ
っ
て
証
明
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
三
段
論

法
が
自
ら
の
推
論
の
前
提
を
乗
り
越
え
る
際
に
、
誰
が
三
段
論
法
を
制
御
し
て
い
る
の
か
？　

ひ
と
え
に
こ
の
精
神
が
、
自
由
の
行
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為
に
お
い
て
、
そ
し
て
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
意
識
に
お
い
て
現
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
御
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

XLII　

こ
の
意
識
は
、
知
性
だ
け
が
そ
れ
だ
け
で
活
動
的
で
あ
り
、
知
性
だ
け
が
最
高
の
、
い
や
唯
一
私
た
ち
に
本
当
に
知
ら
れ
て
い
る

力
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
意
識
は
無
媒
介
的
に
、
第
一
の
至
高
の
叡
知
へ
の
信
仰
を
も
教
え
て
く

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
叡
知
的
な
創
造
者
に
し
て
立
法
者
へ
の
信
仰
を
、
ひ
と
つ
の
精
神
で
あ
る
一
な
る
神
へ
の
信
仰
を
も
、

教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

XLIII　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
信
仰
は
、
人
間
の
心
胸
（H

erz

）
の
う
ち
で
純
粋
な
愛
の
能
力
が
展
開
さ
れ
る
時
に
初
め
て
、
そ
の
十
全

な
力
を
得
て
、
宗
教
と
な
る
の
で
あ
る
。

XLIV　

純
粋
な
愛
？　

―
―
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
―
―
純
粋
な
愛
は
ど
の
よ
う
に
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
対

象
は
ど
こ
で
見
出
さ
れ
る
の
か
？

XLV　

愛
の
原
理
は
、
そ
の
現
存
在
に
つ
い
て
は
名
誉
の
原
理
と
し
て
私
た
ち
が
す
で
に
確
信
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
私
が
答
え
る

な
ら
、
そ
の
対
象
に
関
し
て
私
が
明
ら
か
に
す
る
べ
き
だ
と
迫
っ
て
構
わ
な
い
一
層
の
権
利
を
、
読
者
は
持
っ
て
い
る
と
信
じ
る
で

あ
ろ
う
。

XLVI　

そ
こ
で
私
は
答
え
よ
う
。
純
粋
な
愛
の
対
象
と
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
眼
前
に
し
て
い
た
よ
う
な
も
の
だ
、
と
。
そ
れ
は
、
人
間
に

お
け
る
神
聖
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、【273

】
こ
の
神
的
な
も
の
を
前
に
し
た
畏
敬
の
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
徳
の
、
す
べ
て
の
自
尊

心
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

XLVII　

私
は
こ
う
し
た
衝
動
も
、
そ
の
対
象
を
も
、
構
成
す
る
（construiren

）
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
で
き
る
た
め
に
は
、
私
は
、

い
か
に
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
実
体
が
生
み
出
さ
れ
る
の
か
、
必
然
的
な
本
質
は
可
能
な
の
か
に
つ
い
て
、
私
が
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
事
柄
は
、
そ
れ
ら
の
実
体
が
現
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
私
の
確
信
を
、
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も
っ
と
よ
く
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

XLVIII　

万
有
（W

eltall

）
が
神
で
な
く
て
、
被
造
物
（Schöpfung

）
で
あ
る
な
ら
、
万
有
が
自
由
な
知
性
の
作
用
で
あ
る
な
ら
、
い
か

な
る
本
質
の
根
源
的
な
方
向
性
も
、
神
的
な
意
志
の
表
現
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
被
造
物
に
お
け
る
こ
う
し
た
表
現
は
、
そ
の
根
源

的
な
法
則
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
法
則
を
実
現
す
る
力
が
必
然
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
本
質
そ
の
も
の
が
現

存
在
す
る
条
件
で
あ
り
、
本
質
の
根
源
的
な
衝
動
で
あ
り
、
本
質
自
身
の
意
志
で
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
う
し
た
法
則
は
、
自
然
法
則
と

比
較
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
法
則
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
の
結
果
で
し
か
な
く
、
徹
底
的
に
媒
介
に
基
づ
い
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
さ
て
し
か
し
、
ど
ん
な
個
別
的
な
本
質
で
あ
ろ
う
と
自
然
に
属
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
然
法
則
に
も
服
属

し
て
い
る
の
で
、
二
重
の
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

XLIX　

有
限
な
も
の
へ
の
方
向
性
は
感
性
的
な
衝
動
も
し
く
は
欲
望
の
原
理
で
あ
る
。
永
遠
な
も
の
へ
の
方
向
性
は
、
知
的
な
衝
動
、
す

な
わ
ち
純
粋
な
愛
の
原
理
で
あ
る
。

Ｌ　

こ
う
し
た
二
重
の
方
向
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
私
に
釈
明
を
求
め
、
そ
う
し
た
関
係
の
可
能
性
や
、
関
係
の
仕
組
み
の
理
論
を

問
お
う
と
す
る
の
な
ら
、
私
は
そ
う
し
た
問
い
を
拒
否
し
て
も
構
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
問
い
は
、
創
造
の
可

能
性
と
そ
の
理
論
、
無
制
約
な
も
の
の
条
件
を
対
象
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
重
の
方
向
性
の
現
存
在
と
、
両
者
の

関
係
が
、
所
業
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
、
理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
が
自
ら
に

自
由
を
帰
す
る
よ
う
に
、
自
ら
の
名
誉
を
自
由
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
こ
そ
措
定
す
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
は
ま
た
、
純
粋

な
愛
の
能
力
や
、
愛
の
能
力
の
圧
倒
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
感
情
を
、
自
ら
に
帰
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
も
の
に
自
由
の
可
能
性
は
基

づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
は
、
徳
と
結
び
つ
い
た
利
益
の
、
で
は
な
く
、
徳
そ
の
も
の
の
賛
美
者
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
。

す
べ
て
の
人
は
、
単
に
快
適
な
だ
け
で
な
い
美
し
い
も
の
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
。
単
な
る
欲
望
で
は
な
い
歓
び
に
つ
い
て
知
ろ
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う
と
し
て
い
る
。

LI　

こ
う
し
た
能
力
か
ら
実
際
に
生
じ
る
行
為
を
私
た
ち
は
、
神
的
な
行
為
だ
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
そ
の
起
源
、
す
な
わ
ち
志
操
そ
の
も

の
を
、
神
的
な
志
操
だ
と
呼
ぶ
。
こ
う
し
た
行
為
は
ま
た
、
他
の
い
か
な
る
歓
び
と
も
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
歓
び
を

伴
う
。
そ
れ
は
、
神
自
ら
が
現
存
在
す
る
際
に
持
っ
て
い
る
歓
び
で
あ
る
。

LII　

現
存
在
の
い
か
な
る
享
受
で
あ
ろ
う
と
歓
び
で
あ
る
。
現
存
在
を
煩
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
す
べ
て
は
、
苦
痛
や
悲
哀
を
も
た
ら
す

の
と
同
じ
よ
う
に
。
そ
れ
ら
の
源
泉
は
、
生
（Leben

）
と
【274

】
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
根
源
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の

情
動
が
、
移
ろ
い
や
す
い
現
存
在
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
な
ら
、
情
動
そ
れ
自
身
が
移
ろ
っ
て
ゆ
く
。
動
物
の
心
が
そ
う
で
あ
る
。
情

動
の
対
象
が
移
ろ
わ
な
い
永
遠
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
情
動
は
神
性
そ
の
も
の
の
力
で
あ
り
、
そ
れ
の
獲
得
す
る
も
の
は
不
死
で
あ

る
。
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私
は
、
ま
だ
経
験
し
て
い
な
い
快
楽
や
不
快
を
顧
慮
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
自
己
活
動
性
の
様
式
を
根
源
的
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
本
能
と
呼
ぶ
。
そ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
も
っ
て
、
生
け
る
自
然
の
ど
ん
な
種
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
独
自
の
現
存
在
の
行
動
を

始
め
て
、
そ
れ
か
ら
単
独
で
続
け
て
い
く
と
、
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

感
性
的
に
理
性
的
な
（
す
な
わ
ち
言
葉
を
生
み
出
す
）
自
然
の
本
能
は
、
こ
の
自
然
が
、
単
に
そ
の
理
性
的
な
特
性
に
お
い
て
考
察

さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
人
格
的
な
現
存
在
（
す
な
わ
ち
、
自
己
意
識
の
、
連
続
的
で
汎
通
的
な
結
合
―
―
連
関
―
―
を
介
し
た
反

省
的
な
意
識
の
統
一
の
）
を
維
持
し
て
高
揚
さ
せ
る
こ
と
を
対
象
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
能
は
、
こ
う
し
た
現
存
在
を
促
す
す

べ
て
の
も
の
に
向
け
て
、
絶
え
ず
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　

理
性
的
な
特
性
を
純
粋
に
切
り
離
し
て
最
高
度
に
抽
象
す
る
な
ら
、
そ
の
特
性
は
も
は
や
特
性
と
し
て
で
は
な
く
、
全
く
そ
れ
だ
け

で
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
純
然
た
る
理
性
の
本
能
は
、
人
格
や
現
存
在
を
排
除
し
て
、
人
格
性
へ
と
向
か
う
。
と
い

う
の
も
、
人
格
や
現
存
在
は
、
こ
こ
で
必
ず
や
省
略
さ
れ
る
個
体
性
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。【275

】

　

こ
う
し
た
究
極
の
本
能
の
純
粋
な
活
動
は
純
粋
な
意
志
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
そ
の
活
動
性
に
、
理
性
の
情
動

（A
ffekt

）
と
い
う
名
前
を
与
え
た
。
そ
れ
を
、
純
然
た
る
理
性
の
心
胸
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
指
示
を
哲
学
的
に
究

明
す
る
な
ら
、
も
っ
と
多
く
の
説
明
し
難
い
現
象
、
す
な
わ
ち
、
疑
い
も
な
く
現
存
し
て
い
る
道
徳
性
（Sittlichkeit

）
の
定
言
命
法
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の
指
示
で
さ
え
も
、
そ
の
定
言
命
法
の
能
力
や
無
力
の
指
示
で
さ
え
も
、
完
全
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
と
、
私
は
思
う
。
し

か
し
な
が
ら
同
時
に
、
な
に
や
ら
謎
解
き
が
難
し
い
言
葉
遊
び
に
基
づ
い
て
い
る
だ
け
の
事
例
に
狂
わ
さ
れ
た
り
落
胆
さ
せ
ら
れ
た
り

し
な
い
た
め
に
も
、
私
た
ち
の
判
断
や
推
論
に
お
け
る
言
語
の
機
能
に
も
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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無
限
の
空
間
が
、
何
ら
か
の
物
体
の
特
殊
な
本
性
を
規
定
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
よ
う
に
、
人
間
の
純
粋
な
理
性
で
あ
ろ
う
と
、

純
粋
な
理
性
な
ら
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
お
い
て
、
一
に
し
て
同
一
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
到
る
所
ま
さ
し
く
善
き
意
志
で
も
っ
て
、

特
殊
な
さ
ま
ざ
ま
な
生
の
基
盤
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
人
格
に
、
そ
の
独
自
の
個
人
的
な
価
値
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
独
自
の
感
じ
方
、
独
自
の
確
固
た
る
趣
味
を
も
た
ら
す
も
の
は
、
先
に
挙
げ
た
驚
く
べ
き
内
面
的

な
形
成
力
（Bildungskraft

）
で
あ
り
、
究
め
が
た
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
唯
一
活
動
的
に
、
自
ら
の
対

象
を
自
ら
で
規
定
し
て
、
そ
れ
を
捉
え
て
、
確
保
す
る
。
そ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
―
―
一
つ
の
人
格
を
想
定
し
て
―
―
そ
し
て
そ
れ

ぞ
れ
が
隷
従
し
た
り
自
由
で
あ
っ
た
り
す
る
秘
密
を
と
り
わ
け
構
成
し
、
そ
れ
を
決
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
能
力
に
お
い
て

決
ま
っ
て
い
て
、
能
力
の
う
ち
に
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
―
―
三
段
論
法
の
能
力
で
は
な
く
（
三
段
論
法
は
、
半
分
し
か
な
い

鋏
や
や
っ
と
こ
の
力
と
比
較
さ
れ
得
よ
う
）、
志
操
の
能
力
の
う
ち
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
っ
さ
い
の
受
苦
を
超
え
て
勝
利
す
る
情

動
の
変
わ
る
こ
と
の
な
い
能
力
の
う
ち
に
あ
る
。
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
人
の
言
葉
に
頼
る
場
合
、【276

】
私
は
も
は
や
純
粋
な
理

性
を
、そ
の
人
の
唇
の
動
き
や
そ
の
人
の
口
か
ら
出
た
響
き
以
上
に
考
慮
す
る
こ
と
は
な
い
。
私
は
言
葉
を
そ
の
人
ゆ
え
に
信
頼
し
て
、

そ
の
人
を
彼
自
身
の
ゆ
え
に
信
頼
す
る
。
彼
の
う
ち
で
私
に
確
信
さ
せ
る
の
は
、
彼
の
感
じ
方
、
彼
の
趣
味
、
彼
の
心
情
そ
し
て
性
格

で
あ
る
。
私
は
、
彼
と
私
と
の
絆
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
彼
と
な
る
と
こ
ろ
の
、
彼
が
彼
自
身
と
の
間
に
持
つ
結
び
つ
き
に
基
礎
づ



フ
ィ
ヒ
テ
宛
て
公
開
書
簡

121

け
る
。
私
は
、
彼
の
心
胸
の
う
ち
で
深
く
隠
さ
れ
て
い
る
見
え
な
い
言
葉
を
信
じ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
を
、
彼
は
与
え
よ
う
と
し
て
い

る
し
、
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
死
よ
り
も
強
い
彼
の
内
な
る
秘
密
の
力
に
全
幅
の
信
頼
を
置
く
。

　

そ
の
他
の
点
で
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
私
念
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
の
人
生
よ
り
も
好
ま
し
い
も
の
と
な
り
得
る
の
で
、

（
理
性
と
い
う
作
り
物
で
は
な
く
）
理
性
的
な
本
性
の
持
つ
圧
倒
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
明
る
み
に
出
し
て
、
愚
か
者
だ
け
が
そ
れ
を
拒

む
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
諸
概
念
の
威
力
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
過
去
と
現
在
そ
し
て
未
来
か
ら
合
成
さ
れ
た
私
た
ち
の
時
間
的
な
意
識

が
概
念
に
お
い
て
し
か
そ
の
現
存
在
を
持
ち
得
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
諸
概
念
の
威
力
は
、
最
高
の
力
で
は
な
い
と

い
う
の
か
、
概
念
は
感
覚
よ
り
も
一
般
的
に
強
く
は
な
い
と
い
う
の
か
。
時
間
に
お
い
て
生
き
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
の
時
間
的

な
生
を
、
結
合
に
よ
っ
て
、
内
面
的
に
活
動
し
つ
つ
、
初
め
て
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
の
形
式
や
生
へ
の
衝

動
、
そ
し
て
生
そ
の
も
の
は
、
現
実
に
お
い
て
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
私
た
ち
が
根
本
衝
動
と
呼
ぶ
無
制
約
な
衝
動
の
対
象
は
、
無
媒

介
的
に
直
ち
に
、
本
質
の
形
式
で
あ
り
、
そ
の
衝
動
も
し
く
は
活
動
的
な
能
力
こ
そ
根
本
衝
動
で
あ
る
。
現
存
在
に
お
い
て
こ
う
し
た

形
式
を
維
持
し
て
、
こ
う
し
た
形
式
に
お
い
て
自
ら
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
本
質
の
無
制
約
的
な
目
的
で
あ
り
、
生
き
物
に
お
け
る
あ

ら
ゆ
る
自
己
規
定
の
原
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
か
な
る
本
質
も
、
自
分
の
衝
動
の
力
に
よ
る
な
り
、
自
分
の
力
に
適
う
な
り
す
る
以

外
に
、
目
的
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
よ
そ
衝
動
は
欲
求
に
関
連
す
る
。
自
然
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
生
け
る
も
の
は
、
意
図
を

も
っ
て
動
く
、
す
な
わ
ち
欲
求
と
の
関
係
に
従
っ
て
動
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
が
成
立
す
る
第
一
の
根
拠
に
し
て
や
り
方
は
、

測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
、
衝
動
を
欲
求
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
欲
求
を
衝
動
か
ら
説
明

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
衝
動
が
欲
求
を
規
定
す
る
と
も
言
え
な
い
し
、
欲
求
が
衝
動
を
規
定
す
る
と
も
言
え
な
い
。
双
方
の

発
端
は
そ
れ
ら
の
外
部
に
あ
っ
て
、
共
通
の
端
緒
な
の
で
あ
る
。
あ
る
一
定
の
関
連
を
維
持
し
て
、
確
保
し
て
、
拡
張
し
よ
う
と
す
る

衝
動
の
仕
事
だ
け
を
、私
た
ち
は
認
識
す
る
。
し
か
も
必
然
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、結
び
付
け
ら
れ
な
い
、
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そ
れ
も
自
己
自
身
を
（
内
的
に
も
【277

】
外
的
に
も
）
結
び
つ
け
る
こ
と
の
な
い
有
限
な
本
質
な
ど
、
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

全
体
が
そ
の
諸
部
分
に
先
立
つ
の
は
、
必
然
的
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
無
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
る
形
式
を
持
つ
こ
と
も
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て

何
ら
か
の
も
の
が
存
在
し
た
り
、
生
成
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

あ
る
形
式
、
そ
れ
も
純
然
た
る
形
式
な
ど
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
唯
一
の
意
図
が
純
粋
な
意
図
で
あ
る
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
、
何
に
つ
い
て
で
も
、
何
の
た
め
で
も
な
い

よ
う
な
、
空
虚
な
意
図
で
あ
る
よ
う
な
活
動
性
な
ど
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

自
ら
の
う
ち
で
の
み
観
察
す
る
よ
う
な
衝
動
な
ど
、
自
分
自
身
の
自
由
な
活
動
を
欲
す
る
こ
と
な
ど
な
い
。
そ
の
本
質
は
関
係
で
あ

る
。
そ
う
し
た
衝
動
は
充
足
を
欲
す
る
。

　

そ
れ
自
体
で
真
に
し
て
善
な
る
も
の
へ
向
け
た
理
性
的
な
本
質
の
衝
動
は
、
現
存
在
そ
れ
自
体
へ
、
完
全
な
生
へ
、
自
己
自
身
に
お

け
る
生
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
衝
動
が
必
要
と
す
る
の
は
自
立
で
あ
る
。
自
己
充
足
、
す
な
わ
ち
自
由
で
あ
る
！　

―
―

た
だ
し
、
朧
な
と
い
う
よ
う
に
、
曖
昧
な
予
感
の
う
ち
で
し
か
な
い
！

　

と
い
う
の
も
、
現
存
在
や
自
ら
の
内
の
生
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？　

ど
こ
に
自
由
は
あ
る
の
か
？　

本
当
の
と
こ
ろ
自
然
の
彼
岸
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
！　

と
い
う
の
も
、
自
然
の
内
部
で
は
、
自
ら
の
内
よ
り
も
他
の
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
も
の
が
明
ら
か
に
無
限

で
あ
っ
て
、
自
由
は
死
に
お
い
て
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
！

　

そ
れ
で
も
な
お
、
私
た
ち
は
、
な
に
も
の
か
が
あ
る
し
、
あ
っ
た
し
、
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
―
―
あ
の
本
性
的
に
生

み
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
私
た
ち
の
内
な
る
活
動
性
の
創
始
者
は
、
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
現
存
在
の
核
心
た
る
創
始
者
は
、
驚
く

べ
き
こ
と
に
束
の
間
の
も
の
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
、
束
の
間
の
も
の
の
中
に
沈
み
込
ん
で
い
て
、
や
が
て
芽
吹
く
種
な
の
で
あ
る
。

永
遠
の
生
は
心
の
本
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
心
の
無
条
件
の
衝
動
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
心
に
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
死
は
来
る
で
あ
ろ
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う
か
？　

生
の
父
や
あ
ら
ゆ
る
善
き
も
の
の
父
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
父
な
ら
、私
た
ち
の
最
も
内
奥
の
心
胸
や
意
志
に
お
い
て
、

父
自
身
の
心
胸
や
そ
の
独
自
の
意
志
を
表
現
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
で
は
そ
れ
以
外
の
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
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付
録
４

『
ヴ
ォ
ル
デ
マ
ー
ル
』
第
一
部
一
三
八
頁
か
ら

　

今
、
ヴ
ォ
ル
デ
マ
ー
ル
は
彼
の
友
人
に
、
な
お
も
語
っ
て
い
た
。
か
つ
て
彼
は
ど
の
よ
う
に
、
沈
鬱
に
沈
む
ま
で
に
、
人
間
の
精
神

は
徳
に
向
か
っ
て
努
力
し
て
い
る
際
に
は
本
来
的
に
は
何
を
目
指
し
て
い
る
の
か
、
人
間
の
精
神
が
本
当
に
ひ
た
す
ら
こ
う
し
た
対
象

に
向
か
っ
て
い
た
時
に
は
、
本
当
に
ひ
た
す
ら
目
に
し
て
い
る
の
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
耽
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
あ
っ
て
、
か
く
も
さ
ま
ざ
ま
で
し
ば
し
ば
対
立
し
さ
え
す
る
事
柄
が
、
こ
う
し
た
衝
動
の
真
に
し
て
唯
一
の
対

象
だ
と
見
な
さ
れ
て
、
そ
し
て
【278
】
こ
れ
に
つ
い
て
の
人
々
の
意
見
は
、
至
福
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
意
見
も
ま
た
互
い
に
違
っ
て

い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
て
い
た
。

　

た
だ
の
影
！　

定
ま
る
こ
と
な
く
惑
わ
せ
る
形
態
！　

像
な
の
か
？　

原
像
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？

　

善
の
原
像
が
探
求
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
な
ら
、
い
か
に
し
て
善
の
洞
察
は
信
頼
さ
れ
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

善
の
意
志
は

ど
の
よ
う
に
し
て
、
た
だ
自
己
自
身
だ
け
を
認
識
し
て 
、
自
己
自
身
を
理
解
し
て
、
自
己
自
身
の
も
と
に
留
ま
り
、
変
わ
る
こ
と
の

な
い
意
志
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

あ
る
い
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
意
志
は
、
普
遍
的
な
概
念
や
像
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
人
格
的
な
意
識
の
直
接
の
結
果
で
し
か
な

か
っ
た
の
か
？　

あ
ら
ゆ
る
本
性
に
と
っ
て
本
質
的
な
、
純
粋
な
理
性
的
な
形
態
に
お
い
て
自
己
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
衝
動
で
し
か

な
か
っ
た
の
か
？　

―
―
そ
れ
な
ら
意
志
は
、
自
己
自
身
の
活
動
性
以
外
の
対
象
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
あ
ら
ゆ
る

徳
の
原
像
や
源
泉
は
、
思
想
に
お
け
る
現
存
在
の
純
然
た
る
空
虚
な
形
式
と
な
っ
て
し
ま
う
。
人
格
を
欠
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
格
の
違
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い
を
欠
い
た
人
格
性
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
魔
法
は
す
べ
て
、
概
念
と
言
葉
に
よ
る
欺
瞞
の
う
ち
に
こ
そ
あ
る
。
こ
う
し
た
欺
瞞
が
廃
絶
さ
れ
る
や
否
や
、
た
だ

現
存
在
す
る
た
め
だ
け
に
、
現
存
在
と
現
存
在
と
を
単
に
織
り
成
す
だ
け
の
絶
望
的
な
秘
密
は
、
前
景
に
現
れ
る
。

　

私
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い
の
は
、
と
、
ヴ
ォ
ル
デ
マ
ー
ル
が
語
っ
た
。
私
の
う
ち
に
在
り
、
私
を
取
り
囲
む
闇
で
あ
り
空
虚
で
あ
る
。

恐
ろ
し
く
な
っ
て
私
は
両
の
腕
を
前
に
伸
ば
し
た
。
私
は
、
現
実
と
本
質
に
つ
い
て
の
感
情
を
私
に
再
び
与
え
る
何
物
か
を
ま
だ
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
。
そ
し
て
私
に
生
じ
た
の
は
、
ビ
ュ
フ
ォ
ン
の
美
し
い
詩
に
あ
る
、
最
初
の
人
間
に
と
っ
て

生
じ
た
の
と
同
じ
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
そ
こ
で
微
睡
に
陥
っ
た
ま
ま
、
た
だ
の
儚
い
偶
然
的
な
意
識
し
か
持
つ
こ
と
が
で

き
ず
に
、
独
自
の
生
を
持
ち
え
な
い
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
覚
醒
し
て
み
る
と
自
ら
が
二
重
に
見

え
た
の
だ
。
驚
い
て
叫
び
だ
す
。
私
だ
！　

う
っ
と
り
し
て
叫
ぶ
ん
だ
。
私
以
上
の
も
の
、
私
よ
り
善
い
も
の
！　

そ
の
中
に
す
べ
て

の
私
の
生
が
還
流
す
る
の
で
あ
る
！

　

不
死
の
礼
服
を
纏
っ
た
英
雄
た
ち
の
一
群
―
―
ア
ギ
ス
に
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
―
―
彼
ら
の
生
や
彼
ら
の
高
貴
な
死
に
崇
高
に
も
付
き

従
っ
た
男
性
や
女
性
は
、
永
遠
の
美
の
な
か
に
い
る
。
彼
ら
が
私
に
立
ち
現
れ
た
。
私
は
別
人
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
苦
し
い
夢
か

ら
目
覚
め
た
。
私
に
は
、
こ
う
し
た
こ
と
は
全
て
、
今
初
め
て
経
験
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。【278

】
あ
た
か
も
、
プ
ル
タ
ー
ク
の

こ
う
し
た
部
分
に
思
い
出
で
は
手
が
届
か
な
か
っ
た
よ
う
に
。
私
は
そ
の
時
、
奇
妙
な
対
照
を
な
す
の
だ
が
、
今
感
覚
し
て
い
た
も
の

を
感
覚
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
際
に
私
に
は
す
べ
て
が
新
し
か
っ
た
。
私
が
感
じ
て
い
た
の
は
、
そ
こ
か
ら
覚
醒
し
た
と
こ
ろ
の

眩
惑
が
、
た
と
え
私
を
も
う
一
度
襲
う
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
二
度
と
決
し
て
死
の
微
睡
と
し
て
驚
か
せ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
私
が
今
余
り
に
も
痛
切
に
感
じ
て
い
る
の
は
、
私
が
存
在
す
る
の
を
や
め
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
、

も
う
一
度
恐
れ
る
が
た
め
に
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
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付
録
５

カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
に
つ
い
て
、
友
人
に
あ
て
た
書
簡
か
ら
の
抜
き
書
き
（
１
）

　

私
が
分
か
ら
な
い
の
は
、
私
が
カ
ン
ト
を
あ
な
た
か
ら
私
に
送
ら
れ
て
き
た
覚
書
で
、
カ
ン
ト
を
誤
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た

よ
う
な
仕
方
で
、
カ
ン
ト
が
ど
う
し
て
誤
解
さ
れ
得
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
著
作
を
、
カ
ン
ト
の
実

践
哲
学
を
評
価
す
る
た
め
に
、
根
拠
に
し
よ
う
と
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
な
証
明
で
も
っ
て
始
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
か
ら

で
す
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
法
則
を
、
行
為
の
期
待
さ
れ
る
べ
き
結
果
と
し
て
客
観
か
ら
導
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
（
２
）、
む

し
ろ
、
道
徳
法
則
は
必
ず
や
、
主
観
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
目
的
一
般
の
原
因
に
し
て
原
理
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
特
殊

な
行
為
の
原
因
に
し
て
原
理
と
し
て
、
導
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、
と
い
う
証
明
で
す
。
―
―
そ
れ
な
ら
、
ど

の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
の
規
定
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
行
為
の
結
果
を
引
き
合
い
に
出
す
よ
う
な
定
式
を
樹

て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　
　
（
１
）
こ
の
抜
き
書
き
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
宛
て
の
手
書
き
の
書
簡
に
付
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
典
二
四
四
頁
の
原
注
を
参
照
。

　
　
（
２
）
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
。

　

覚
書
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
た
定
式
は
、
カ
ン
ト
で
は
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。「
汝
の
格
率
が
、
普
遍
的
法
則
で
あ
る
こ
と
を
同

時
に
意
欲
で
き
る
よ
う
な
汝
の
格
率
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
」（
３
）。
あ
る
い
は
、「
汝
の
行
為
の
格
率
が
あ
た
か
も
普
遍
的
な
自
然

法
則
に
な
る
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
【280

】
行
為
せ
よ
」（
４
）。
こ
の
定
式
は
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン

ト
も
、
果
た
し
て
そ
の
定
式
が
、
そ
の
第
一
の
特
徴
が
普
遍
性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
法
則
に
矛
盾
し
な
い
か
ど
う
か
、
主
観
的
な
格
率
を
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判
定
評
価
す
る
定
式
、
す
な
わ
ち
手
段
よ
り
以
上
の
も
の
だ
と
は
語
っ
て
い
ま
せ
ん
（
５
）。
普
遍
性
の
形
式
へ
も
た
ら
さ
れ
て
、
自
己

矛
盾
す
る
よ
う
な
格
率
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
道
徳
体
系
に
帰
属
す
る
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
（
３
）
カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
一
七
八
五
年
）
五
二
頁
。

　
　
（
４
）
同
書
五
二
頁
。

　
　
（
５
）
同
書
五
七
頁
。

　

道
徳
性
（Sittlichkeit
）
の
根
源
も
し
く
は
原
理
そ
の
も
の
は
、
理
性
性
で
す
（
６
）。
し
か
し
な
が
ら
理
性
性
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

あ
る
存
在
者
（W

esen

）
が
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
か
ら
、
い
や
自
分
自
身
か
ら
さ
え
、
対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
限
り
で
、
区

別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
存
在
者
の
能
力
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
自
身
を
触
発
す
る
能
力
の
う
ち
に
あ
り
ま
す
。
さ
て
そ
こ
で
、
心

（Seele

）
や
自
我
と
い
う
、
理
性
的
な
存
在
者
は
、
何
か
他
の
も
の
の
述
語
で
あ
る
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
よ
う
に
、

そ
れ
は
む
し
ろ
、
必
ず
や
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
、
自
ら
存
在
し
て
い
る
も
の
、
同
時
に
客
体
に
し
て
主
体
で
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
作

用
に
お
い
て
も
、
根
源
的
に
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
か
つ
自
己
自
身
を
無
媒
介
的
に
規
定
し
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
る
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
い
う
な
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
本
性
上
、
目
的
、
目
的
自
体
（Zw

eck an sich

）
な
の
で
す
（
７
）。

　
　
（
６
）『
実
践
理
性
批
判
』
五
六
頁
。

　
　
（
７
）
同
書
一
五
五
〜
一
五
六
頁
、『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
六
四
頁
。

　

さ
て
、
私
が
、
多
く
の
理
性
的
な
本
質
を
一
緒
に
考
え
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
存
在
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
目
的
自
体
で
あ
る
以
上
、
そ

の
限
り
で
必
ず
や
相
互
に
制
限
し
あ
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
ど
ち
ら
も
他
方
に
よ
っ
て
た
だ
単
に
手
段
と
し
て
の
み

用
い
ら
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
（
８
）。
理
性
的
な
存
在
者
は
こ
う
し
た
法
則
を
必
ず
や
自
己
自
身
に
与
え
る
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、

理
性
的
な
意
志
は
、
必
ず
や
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
ら
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
、
何
ら
か
の
ほ
か
の
意
図
を
持
た
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な
い
ま
ま
、
正
義
の
た
め
に
な
の
で
す
。

　
　
（
８
）『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
六
四
〜
六
五
頁
。

　

感
性
と
と
も
に
触
発
さ
れ
る
人
間
の
意
志
に
と
っ
て
、
知
性
の
こ
う
し
た
意
欲
は
、
次
の
よ
う
な
当
為
、
命
令
（G

ebot

）、
命
令

（Im
perativ

）
へ
と
変
わ
り
ま
す
。

　
「
汝
の
人
格
、
な
ら
び
に
ど
ん
な
他
の
人
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
を
も
、
汝
は
常
に
【281

】
同
時
に
目
的
と
し
て
用
い
、
決
し
て

手
段
と
し
て
の
み
用
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
行
為
せ
よ
」（
９
）。

　
　
（
９
）『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
六
六
頁
。

　

こ
う
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
が
、
す
べ
て
の
理
性
的
な
存
在
者
に
、
共
通
の
法
則
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
体
系
的
な
結
び
つ
き
、

言
い
換
え
る
な
ら
目
的
の
国
の
理
念
（
10
）
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
理
念
は
、
法
則
の
原
理
で
は
な
く
て
、
逆
に
法
則
の
表
象
か
ら
、

同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
す
べ
て
の
理
性
的
な
存
在
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
、
先
の
理
念
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
　
（
10
）『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
七
七
頁
。

　

す
べ
て
の
道
徳
性
の
第
一
に
し
て
究
極
の
根
拠
は
、
自
尊
心
（Selbstzchtung

）
で
す
。
自
尊
心
は
自
己
愛
（Selbstliebe

）
を
制

限
し
て
、
自
己
愛
に
命
じ
て
、
感
性
界
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
人
格
を
自
ら
固
有
の
人
格
性
に
服
従
さ
せ
ま
す
（
11
）。
自
尊
心
は
、

私
た
ち
の
人
格
性
や
自
立
性
そ
し
て
自
由
の
意
識
を
通
し
て
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
私
た
ち
の
心
情
の
傾
向
で
す
。
こ
う
し
た
意
識
や

感
情
は
い
つ
も
、
意
志
が
意
志
自
身
を
し
て
法
則
た
ら
し
め
る
特
性
に
お
い
て
発
現
す
る
場
合
に
、
そ
れ
と
と
も
に
同
時
に
他
の
理
性

的
な
存
在
者
に
法
則
を
与
え
る
た
び
ご
と
に
、
生
じ
る
の
で
す
。

　
　
（
11
）『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
七
五
頁
。

（
了
）
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【
解
題
】

　

こ
こ
に
訳
出
さ
れ
た
の
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヤ
コ
ー
ビ
（Friedrich H

einrich Jacobi : 1743-1819

）
が
、

一
七
九
九
年
に
刊
行
し
た
『
フ
ィ
ヒ
テ
宛
て
公
開
書
簡
』
の
「
本
文
」
な
ら
び
に
「
付
論
」
そ
し
て
「
付
録
」
の
全
訳
で
あ
る
。
底
本
は
、

J.G.Fichte : Gesam
tausgabe der Byerischen A

kadem
ie der W

issenschaften. III-3 （Friedrich From
m

ann

）
で
あ
る
。

　

時
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
無
神
論
と
の
咎
を
受
け
て
、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
の
辞
職
が
決
ま
る
直
前
と
い
う
、
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
大

き
な
節
目
の
時
期
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
巻
き
込
ま
れ
た
無
神
論
論
争
の
き
っ
か
け
は
、
一
七
九
八
年
一
〇
月
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
ニ
ー
ト

ハ
ン
マ
ー
と
と
も
に
共
同
で
編
集
・
発
行
し
て
い
た
『
哲
学
雑
誌
』
に
寄
稿
し
て
き
た
フ
ォ
ー
ベ
ル
ク
の
論
稿
、「
宗
教
概
念
の
展
開
」

に
対
し
て
、
謝
絶
す
る
も
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
や
む
な
く
こ
れ
を
掲
載
す
る
に
あ
た
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
自
ら
の
見
解
と

の
違
い
を
釈
明
す
る
た
め
に
、「
神
の
世
界
統
治
に
対
す
る
我
々
の
信
仰
の
根
拠
」
を
前
に
置
い
て
発
刊
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
も

な
く
、「
フ
ィ
ヒ
テ
と
フ
ォ
ー
ベ
ル
ク
の
無
神
論
に
つ
い
て
、
学
問
す
る
息
子
に
宛
て
た
あ
る
父
親
の
書
簡
」
な
る
匿
名
の
攻
撃
文
書

が
流
布
す
る
に
到
っ
て
、
無
神
論
論
争
が
始
ま
っ
た
。
具
体
的
に
は
一
一
月
一
九
日
に
、
ザ
ク
セ
ン
政
府
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
と

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
に
、『
哲
学
雑
誌
』
の
没
収
命
令
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

ワ
イ
マ
ー
ル
政
府
は
穏
便
に
済
ま
せ
た
い
意
向
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
年
も
改
ま
っ
た
一
月
に
フ
ィ
ヒ
テ
が
激
越
な
調
子
の
「
無

神
論
と
い
う
告
発
に
対
し
て
公
衆
に
訴
う
」
と
い
う
反
論
を
発
表
し
た
他
、
政
府
に
対
し
て
恫
喝
す
る
よ
う
な
強
硬
な
態
度
に
終
始
し

た
た
め
、
一
七
九
九
年
三
月
二
九
日
に
、
ニ
ー
ト
ハ
ン
マ
ー
へ
の
譴
責
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
辞
職
が
決
定
し
た
、
と
い
う
の
が
事
の
次
第
で

あ
っ
た
。
こ
の
論
争
の
経
緯
や
、ヤ
コ
ー
ビ
に
よ
る
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
に
つ
い
て
は
、拙
著『
ド
イ
ツ
観
念
論
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
』（
未
來
社
、

二
〇
一
一
年
）
の
第
五
章
「
虚
無
へ
の
供
物
と
し
て
の
知
―
―
フ
ィ
ヒ
テ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
ヤ
コ
ー
ビ
の
批
判
」
を
参
照
賜
り

た
い
。
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こ
の
書
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
ペ
ゲ
ラ
ー
に
よ
っ
て
、
哲
学
史
に
お
け
る
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
概
念
の
初
出
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
書
で
も
あ
る
（V

gl. O
tto Pöggeler : H

egel und die A
nfänge der N

ihilism
us-D

iskussion.  In : D
er N

ihilism
us 

als Phänom
en der Geistesgeschichte in der w

issenschaftlichen D
iskussion unseres Jahrhunderts. H

rsg. v. D
ieter 

A
rendt 

（W
issenschaftliche Buchgesellschaft

） 1974

）。
さ
ら
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
信
と
知
」
で
、
ヤ
コ
ー
ビ
哲
学
を
性
格

付
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、
論
駁
さ
れ
も
し
た
。
ヤ
コ
ー
ビ
哲
学
の
本
質
を
見
て
取
る
こ
と
の
で
き
る
書
で
も
あ
る
。

　

ヤ
コ
ー
ビ
は
、
唯
物
論
を
観
念
論
へ
と
変
容
さ
せ
よ
う
と
し
た
点
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
フ
ィ
ヒ
テ
を
同
列
に
捉
え
、
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学

を
「
顚
倒
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
」（GA

.III-3,227

）
だ
と
呼
ぶ
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
は
自
我
に
さ
れ
た
と
見

た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ヤ
コ
ー
ビ
は
、「
明
ら
か
に
、
す
べ
て
は
理
性
の
う
ち
で
理
性
に
よ
っ
て
、
自
我
と
し
て
の
自
我
に

お
い
て
、
自
我
性
に
お
い
て
こ
そ
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
中
に
既
に
包
括
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
」（GA

.III-3,233

）
と
見
た
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
対
し
て
と
同
様
、「
本
当
の
理
性
体
系
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
や
り
方
で
の
み
可
能
」（GA

.III-3,233

）
だ

と
も
ヤ
コ
ー
ビ
は
見
て
い
た
。

　

さ
ら
に
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
の
外
部
に
は
何
も
な
い
こ
と
を
ヤ
コ
ー
ビ
は
確
認
す

る
。「
自
我
は
、一
つ
の
学
自
体
で
あ
っ
て
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。そ
れ
は
自
己
自
身
を
知
る
。自
我
が
自
己
自
身
の
外
部
で
、何
か
を
知
っ

た
り
、
あ
る
い
は
聴
解
し
た
り
な
ど
を
す
る
の
は
自
我
の
概
念
に
矛
盾
す
る
」（GA

.III-3,234

）。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、「
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
学
は
、
自
我
の
う
ち
へ
と
解
消
さ
れ
、
気
化
さ
れ
る
」（GA

.III-3,234

）
と
見
た
ヤ
コ
ー
ビ
は
、
こ
れ
を
、「
知
に
お
け
る
あ
ら

ゆ
る
本
質
の
解
消
」、「
絶
え
ず
普
遍
的
に
な
っ
て
ゆ
く
概
念
に
よ
る
進
歩
的
な
無
化
」（GA

,III-3,235

）
だ
と
呼
ぶ
。「
真
な
る
も
の

の
認
識
に
些
か
な
り
と
も
接
近
で
き
な
い
ま
ま
、
人
間
の
精
神
は
、
た
だ
自
ら
の
無
知
を
組
織
化
す
る
だ
け
」（GA

.III-3,238

）
の
学

に
あ
っ
て
は
、「
人
間
の
精
神
は
そ
れ
に
よ
っ
て
む
し
ろ
、
真
な
る
も
の
か
ら
疎
外
（entfernen

）
さ
れ
て
い
る
」（GA

.III-3,238

）
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と
断
ず
る
。

　

ヤ
コ
ー
ビ
自
身
、「
神
な
き
時
代
」（GA

.III-3,241

）
に
生
き
る
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
ヤ
コ
ー
ビ
は
、
わ
ざ
わ
ざ
神

の
喪
失
を
呼
び
か
け
る
よ
う
な
超
越
論
哲
学
に
対
し
て
、胸
か
ら
心
を
引
き
裂
か
れ
、代
わ
り
に
「
自
我
性
だ
け
の
純
粋
な
衝
動
」（GA

.
III-3,243

）
が
あ
て
が
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
非
難
す
る
。
こ
う
し
て
ヤ
コ
ー
ビ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
論
を
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

（GA
.III-3,245

）
だ
と
叱
責
し
た
の
で
あ
る
。

　

ヤ
コ
ー
ビ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
対
し
て
「
人
格
的
に
は
決
し
て
無
神
論
者
だ
と
か
、
神
な
き
人
だ
と
は
思
わ
な
い
」（GA

.III-3,246

）

と
述
べ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
思
想
的
に
は
無
神
論
に
通
じ
る
と
い
う
見
極
め
を
明
確
に
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
改
め
て
ヤ
コ
ー
ビ
は

フ
ィ
ヒ
テ
に
問
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
の
は
、
神
と
い
う
「
名
前
」
な
の
か
、
神
の
「
本
質
」
な
の
か
、
拠
っ
て
立
つ

の
は
「
無
か
神
か
」（GA

.III-3,251
）
と
。

　

こ
の
『
公
開
書
簡
』
を
承
け
て
、フ
ィ
ヒ
テ
を
「
顚
倒
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
」（Fischhaber,14

）
だ
と
捉
え
て
難
じ
た
の
が
、フ
ィ
ッ

シ
ュ
ハ
ー
バ
ー
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
は
、
自
我
は
無
限
な
も
の
に
帰
属
す
る
の
に
対
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
あ
っ
て
は
、
無
限

な
も
の
が
自
我
に
帰
属
す
る
、
と
見
た
か
ら
で
あ
る
。「
無
限
な
も
の
は
、
ヘ
ン
・
カ
イ
・
パ
ン
で
あ
っ
て
、
ヘ
ン
・
カ
イ
・
パ
ン
と

し
て
自
ら
を
直
観
す
る
」（Fischhaber,27

）。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
信
と
知
」
と
は
別
に
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ハ
ー
バ
ー
に
対
す
る
批
評
も
書

き
上
げ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
失
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
思
想
的
な
交
渉
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ド
イ
ツ
観
念
論
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義

―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
、
失
わ
れ
た
『
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ハ
ー
バ
ー
批
評
』、『
ヘ
ル
ダ
ー
批
評
』
に
照
ら
し
て
―
―
」（『
思
想
』
二
〇
一
四
年
四

月
号
所
収
、
岩
波
書
店
）
を
参
照
賜
り
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
本
書
で
ヤ
コ
ー
ビ
の
標
榜
し
た
「
無
知
（N

ichtw
ssen

）
の
意
識
を
人

間
に
お
け
る
最
高
の
も
の
だ
と
見
な
す
」（GA

.III-3,255

）哲
学
に
、知
に
背
反
す
る
姿
勢
を
感
じ
取
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

哲
学
す
る
主
体
も
し
く
は
知
の
外
部
に
は
何
も
な
い
〉
と
い
う
発
想
で
体
系
構
想
を
進
め
た
ら
、
非
難
も
し
く
は
誤
解
を
招
き
か
ね
な
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い
と
い
う
教
訓
は
得
た
に
違
い
な
い
。

　

ヤ
コ
ー
ビ
哲
学
の
本
質
が
読
み
と
れ
る
と
言
っ
て
も
、
論
争
の
書
で
あ
り
、
文
章
も
手
紙
文
で
あ
る
。
ヤ
コ
ー
ビ
の
真
意
、
本
音
を

汲
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
文
章
を
、
訳
し
切
れ
た
の
も
、
共
訳
者
の
阿
部
ふ
く
子
氏
の
尽
力
が
な
か
っ
た
ら
、
到
底
、
完
成
で
き
る
訳

業
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
訳
し
始
め
て
か
ら
今
日
ま
で
、
三
五
年
も
経
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
改
め
て
阿
部
氏
に
謝
意
を
表

す
る
。

　

こ
れ
で
『
知
の
ト
ポ
ス
』
誌
上
で
、「
信
念
を
め
ぐ
る
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
も
し
く
は
観
念
論
と
実
在
論
」（『
知
の
ト
ポ
ス
』

N
r7 u.8

））
と
と
も
に
、「
フ
ィ
ヒ
テ
宛
て
公
開
書
簡
」
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
は
い
え
、知
へ
の
畏
れ
な
ど
知
ら
な
い
ま
ま
、

無
謀
な
研
究
に
向
か
う
こ
と
の
で
き
た
大
学
院
生
時
代
か
ら
既
に
遠
く
、
歩
ん
で
き
た
道
の
途
絶
え
る
と
こ
ろ
が
近
づ
い
て
来
て
い
る

こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
年
齢
と
身
体
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
今
日
此
の
頃
で
あ
る
。
是
非
と
も
、論
争
家
と
し
て
で
は
な
く
、

哲
学
に
携
わ
っ
た
ヤ
コ
ー
ビ
の
思
想
の
積
極
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
が
現
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
む
も
の
で
あ
る
。（

栗
原　

隆
）


