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【92
】

『
カ
ン
ト
教
授
氏
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
の
解
説
』
プ
ロ
イ
セ
ン
王
宮
説
教
師
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
著
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ

ル
ク
、
デ
ン
ゲ
ル
出
版
、
一
七
八
四
年
、
八
つ
折
り
版
、
二
五
四
頁
。

カ
ン
ト
理
解
へ
の
シ
ュ
ル
ツ
ェ
氏
の
貢
献

『
カ
ン
ト
教
授
氏
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
の
解
説
』〔＝

『
解
説
』〕
に
よ
っ
て
、
こ
の
重
要
で
は
あ
る
が
把
握
し
が
た
い
著

作
〔『
純
粋
理
性
批
判
』〕
の
内
容
が
、
閑
暇
と
辛
抱
に
は
事
欠
い
て
も
、
深
遠
な
思
考
の
哲
学
者
の
体
系
へ
と
踏
み
こ
ん
で
研
究
す
る

能
力
に
ま
っ
た
く
欠
け
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
な
読
者
に
対
し
て
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
い
ま
や
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
労
苦
は

よ
り
少
な
く
な
り
、
内
容
に
つ
い
て
哲
学
的
に
熟
考
す
る
こ
と
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
っ
た
か
ら
に
は
、
こ
の
『
解
説
』
は

不
必
要
で
も
余
計
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
著
作
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
見
解
を
述
べ
た
あ
ら
ゆ
る
専
門
家
や
半
可
通

が
こ
の
著
作
の
難
解
さ
に
つ
い
て
〔
つ
と
に
〕
嘆
い
て
き
た
か
ら
に
は
、
す
で
に
そ
の
嘆
き
に
よ
っ
て
彼
ら
は
そ
う
認
め
た
〔
も
同
然

で
あ
る
〕
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
シ
ュ
ル
ツ
ェ
説
教
師
氏
は
、
こ
の
『
解
説
』
に
よ
っ
て
哲
学
と
哲
学
愛
好
者
に
対
し
て
喜
ば
し
く
も
大
切
な
貢
献
を
果
た

し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
以
来
、
形
而
上
学
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
っ
と
も
重
要
な
書
物
に
つ
い

て
の
、
カ
ン
ト
教
授
氏
自
身
が
承
認
し
た
こ
の
明
解
な
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
氏
は

確
か
に
す
べ
て
の
思
弁
的
な
思
索
者
か
ら
の
感
謝
に
値
す
る
の
で
あ
る
。【93
】
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し
か
し
カ
ン
ト
説
の
難
点
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い

こ
の
『
解
説
』
は
、
カ
ン
ト
氏
の
著
作
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
説
明
と─

─

そ
こ
で
は
〔
カ
ン
ト
の
〕
体
系
が
よ
り
常
識
的
な

言
葉
遣
い
で
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
カ
ン
ト
氏
の
術
語
法
が
示
さ
れ
て
説
明
さ
れ
て
い
る─

─

、
つ
い
で
こ
の
体
系
の

さ
ら
な
る
吟
味
へ
の
い
く
つ
か
の
示
唆
と
か
ら
成
る
。

私
が
思
う
に
は
、
カ
ン
ト
氏
の
『
批
判
』
と
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
読
者
で
、
こ
の
『
解
説
』
に
よ
っ
て
多
く
の
不
分
明
な
点
が
解

明
さ
れ
、
カ
ン
ト
氏
の
本
来
の
意
図
に
関
わ
る
困
難
な
点
が
取
り
除
か
れ
〔
た
と
い
う
体
験
を
し
〕
な
い
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
す
く

な
く
と
も
書
評
子
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
は
、『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
い
て
さ
え
も
理
解
し
か
ね
た
多
く
の
論
点
が
よ
り
判
明
に
〔
分

か
る
よ
う
に
〕
な
り
、
い
ま
や
カ
ン
ト
氏
を
理
解
し
え
た
と
す
く
な
く
と
も
自
分
で
は
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
と
空
間
に
関
す
る
カ
ン
ト
氏
の
原
則
や
、
そ
こ
に
根
拠
を
も
つ
仮
象
（Schein

）
と
真
理
に
つ
い
て
の
氏

の
理
論
が
惹
起
し
た
か
な
り
の
難
点
が
、
解
決
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
私
は『
プ

ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
へ
の
書
評
（
『
一
般
ド
イ
ツ
文
庫
』〔
一
七
八
四
年
〕
第
五
九
巻
、
三
四
五
頁
）
で
述
べ
て
お
い
た
が
、〔
こ
の
た
び
〕
こ

の
『
解
説
』
を
喜
び
勇
ん
で
手
に
と
り
、
そ
こ
に
お
そ
ら
く
私
の
疑
問
が
解
決
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
言
っ
た
よ
う
に
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
に
つ
い
て
私
に
説
明
し
て
く
れ
る
も
の
に
は
、
ま
っ
た
く
出
会
わ

な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
〔
私
の
疑
問
と
は
、
著
者
の
体
系
で
は
、〕
あ
ら
ゆ
る
仮
象
を
可
能
に
す
る
も
の
（
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
仮

象
に
お
い
て
つ
ね
に
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
自
身
は
仮
象
で
は
あ
り
え
な
い
も
の
）
が
、
あ
る
い
は
一
言
で
い

え
ば
表
象
と
思
考
そ
の
も
の
が
、
仮
象
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
な
ら
、
著
者
の
体
系
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
い
か
に
し
て
仮
象
が
可

能
に
な
る
の
か
〔
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
〕。

そ
し
て
、
や
は
り
〔
著
者
に
よ
れ
ば
〕
表
象
と
思
考
は
そ
の
よ
う
〔
な
仮
象
〕
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
わ
れ
わ

4



れ
の
思
考
は
継
起
的
に
時
間
規
定
に
し
た
が
っ
て
起
き
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
空
間
と
時
間
は
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
た�

ん�

に�

主
観
的

な
形
式
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
空
間
の
な
か
で
直
観
さ
れ
、
時
間
規
定
に
し
た
が
っ
て
感
覚
さ
れ
思
考
さ
れ
る
も
の
は
、
現
象

（E
rscheinung

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

シ
ュ
ル
ツ
ェ
氏
の
示
唆

こ
の
『
解
説
』
か
ら
の
抜
粋
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
氏
の
原
則
と
体
系
に
関
し
て
さ
ら
に
お
伝
え
す
る
か
わ
り
に─

─

そ
の
よ
う
な
こ
と

は
、
こ
の
『
解
説
』
が
出
た
か
ら
に
は
ほ
と
ん
ど
不
必
要
に
な
っ
た
と
私
は
思
う─

─

、
む
し
ろ
私
は
あ
え
て
、『
批
判
』
の
さ
ら
な

る
吟
味
に
関
し
て
シ
ュ
ル
ツ
ェ
氏
が
与
え
た
示
唆
〔
の
帰
趨
〕
を
、
私
の
力
が
許
す
か
ぎ
り
で
追
跡
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
上
述
の
仮
象
と
実
在
性
に
つ
い
て
の
疑
念
を
さ
ら
に
展
開
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、
つ
い
で
こ
の
疑
念
が
導
い
て
私

に
も
た
ら
し
た
諸
考
察
に
立
ち
入
る
こ
と
に
す
る
が
、【94

】
厳
密
な
順
序
だ
て
に
拘
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
さ
い
私
は
同
時
に
、
カ

ン
ト
氏
の
偉
大
な
業
績
、
と
り
わ
け
ま
た
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
を
考
慮
し
つ
つ
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

魂
も
客
観
も
す
べ
て
仮
象
と
現
象
に
呑
み
こ
ま
れ
る

表
象
と
思
考
が
現
象
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
み
ず
か
ら
の
思
考
す
る
主
観
に
つ
い
て
な
に
も
知
ら
な
い

と
、
著
者
は
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
表
象
と
思
想
が
主
観
の
も
つ
真
な
る
、
す
な
わ
ち
主
観
そ
の
も
の

と
同
種
的
な
作
用
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
こ
の
主
観
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
表
象
力
で
あ
り
、
あ
る
い
は
思
想
の
源
で
あ

る
と
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
し
か
し
、
表
象
が
た
ん
に
仮
象
的
な
（scheinbar

）
作
用
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
人
が
ふ
だ
ん
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仮
象
的
に
理
解
し
て
き
た
も
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
あ
る
第
三
者
の
主
観
に
対
し
て
〔
も
そ
の
よ
う
に
〕
見
え
る
も
の
で
も
、

こ
の
第
三
者
の
主
観
が
そ
う
表
象
し
て
い
る
と
お
り
の
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
仮
象
か
ら
べ
つ
の
仮
象

さ
ま
よ

へ
と
彷
徨
い
、
わ
れ
わ
れ
の
個
体
的
な
実
存
在
に
関
し
て
さ
え
も
、
漂
い
揺
れ
る
よ
う
な
厄
介
な
状
態
に
い
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど

こ
に
も
み
ず
か
ら
を
支
え
ら
れ
ず
、
ど
こ
に
も
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

さ
て
、
そ
れ
自
身
で
存
立
す
る
主
観─

─

そ
の
主
観
の
変
様
が
わ
れ
わ
れ
の
表
象
と
思
想
で
あ
る─

─

が
じ
っ
さ
い
に
実
存
在
す
る

か
ど
う
か
が
不
確
実
で
蓋
然
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
た
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
の
外
的
な
感
覚
に
現
実
的
に
客
観
が
対
応
し
て
い
る
か
ど

う
か
も
不
確
実
で
蓋
然
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
体
系
に
し
た
が
う
な
ら
、
無
限
に
果
て
な
く
仮
象
だ
け
が
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は

た
ん
に
実
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
〔
仮
象
的
に
〕
見
え
る
に
す
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
実
在
的
な
現
存
在
に
つ
い
て
省
察
し
て
も
、
確
固

た
る
確
実
な
基
盤
に
つ
い
て
省
察
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
仮
象
的
存
在
者
を
確
実
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
話
な
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
ふ
つ
う
の
言
葉
遣
い
で
わ
れ
わ
れ
の
魂
（Seele

）
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
こ
の
体
系
で
は
た
ん
に
論
理
的
な
、
す

な
わ
ち
仮
象
的
な
主
観
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
で
存
立
す
る
真
な
る
実
体
で
は
な
く
、
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
は
た
ん
に

流
れ
ゆ
く
諸
表
象
の
系
列
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
表
象
は
、
自
己
意
識
（
こ
れ
も
同
じ
く
一
種
の
流
れ
ゆ
く
表
象
で
あ
る
）
に
よ
っ

て
思
想
へ
と
結
合
さ
れ
、
べ
つ
の
仮
象
的
な
表
象
（
こ
れ
は
悟
性
概
念
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
呼
ば
れ
る
）
に
よ
っ
て
規
則
的
な
連

結
へ
と
も
た
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
べ
つ
の
表
象
（
す
な
わ
ち
理
性
理
念
）─

─

し
か
し
こ
れ
も
た
ん
に
主
観
的
で
錯
覚
的
な
も
の
に
す
ぎ

な
い─

─

に
よ
っ
て
無
限
に
連
結
さ
れ
た
系
列
へ
と
拡
張
さ
れ
る
。
こ
の
表
象
の
流
れ
は
人
知
れ
ず
ど
こ
か
ら
か
発
し
、
だ
れ
に
対
し

て
、
何
の
た
め
に
か
分
か
ら
ぬ
ま
ま
流
れ
つ
づ
け
、
そ
し
て
ど
こ
へ
と
流
れ
去
る
の
か
だ
れ
も
知
ら
な
い
。

こ
の
体
系
に
し
た
が
え
ば
、
直
観
は
あ
る
が
、
直
観
す
る
確�

か�

な�

主
観
は
な
く
、
直
観
さ
れ
る
定�

ま�

っ�

た�

客
観
も
な
い
。【95

】
こ
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の
体
系
で
は
、
思
考
す
る
主
観
の
真�

の�

統
一
は
成
立
せ
ず
、
す
べ
て
の
統
一
は
た
ん
に
論
理
的
で
主
観
的
な
連
結
に
す
ぎ
ず
、
多
様
を

統
合
す
る
に
す
ぎ
な
い
。〔
統
合
す
る
と
は
い
え
〕
と
こ
ろ
が
、
単
純
な
統
合
す
る
主
観
は
存
在
す
べ
く
も
な
く
、
単
純
な
自
己
意
識

の
感
覚
か
ら
一
つ
の
単
純
な
連
結
し
統
合
す
る
主
観
へ
と
、
す
な
わ
ち
仮
象
的
な
統
一
か
ら
真
の
統
一
へ
と
推
理
す
る
な
ら
ば
、
誤
謬

推
理
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
体
系
に
よ
れ
ば
、
私�

〔
あ
る
い
は
自
我
〕
と
い
う
表
象
も
ま
た
ま
っ
た
く
空
虚
な
も
の
で
、〔
そ
こ
か
ら
〕
い
か
な

る
正
当
な
帰
結
も
導
か
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
我
の
表
象
は
、
あ
る
べ
つ
の
表
象
が
思
想
に
お
い
て
統
握
さ
れ
る
と
い

う
場
合
に
、
そ
の
べ
つ
の
表
象
に
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
表
象
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
思
想
も
、
な
に
も
実
在
的
な
も
の

へ
と
指
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
す
る
本
体
の
本
性
に
つ
い
て
教
え
う
る
よ
う
な
も
の
を
な
に
も
含
ん
で
い
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
私
が
思
う
に
は
、
私�

と
い
う
表
象
に
は
、
第
一
に
他
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
か
ら
の
区
別
が
、
第
二
に
は
こ
の
私�

の
も
と
に
概

念
把
握
さ
れ
る
す
べ
て
の
諸
表
象
を
統
合
す
る
作
用
が
、
最
後
に
私�

に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
思
考
す
る
主
観
へ
と
そ
の
諸
表
象
が
帰
属

�

し
て
い
る
こ
と
が
、
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
表
象
は
、
個
体
性
（Individualitat

）
の
感
覚
と
概
念
を
含
み
、
自
己
中
心

主
義
（E

goism
us

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
含
む
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
無
限
に
つ
づ
く
仮
象
と
現
象
の
な
か
に
囚
わ
れ
た
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
思
考
す
る
個
体
的
な
本
体
は─

─

こ
の
思
考
体
は
、
み
ず
か
ら
は
他
の
思
考
す
る
本
体
か
ら
は
区

別
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
自
己
感
情
に
関
し
て
け
っ
し
て
他
の
思
考
体
の
特
性
あ
る
い
は
述
語
に
は
な
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
識

し
て
い
る─

─

、
現
実
的
に
現
前
し
、
じ
っ
さ
い
に
物
そ
れ
自
体
な
の
で
あ
っ
て
、
表
象
と
思
想
は
現
実
的
な
真
の
作
用
、
す
な
わ
ち

こ
の
物
そ
れ
自
体
と
同
種
の
作
用
で
あ
る
、
と
〔
い
う
想
定
で
あ
る
〕。
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と
い
う
の
は
、
表
象
や
思
想
が
仮
象
た
り
う
る
と
す
れ
ば
、
何
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
新
た
な
表
象
力
に
よ
っ
て
、

の
ほ
か
に
な
い
だ
ろ
う
。─

─

そ
し
て
こ
の
と
き
、
こ
の
新
た
な
表
象
力
が
現
象
で
あ
る
た
め
に
は
さ
ら
に
新
た
な
表
象
力
を
必
要
と

す
る
の
で
あ
っ
て
、〔
こ
う
し
て
〕
わ
れ
わ
れ
は
紛
う
こ
と
な
き
無�

限�

ヘ�

ノ�

背�

進�

を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

─
─

こ
こ
ま
で
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
著
者
の
原
則
か
ら
導
か
れ
た
帰
結
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
原
則
を
本
当
に
反
駁
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
こ
の
体
系
に
安
ん
じ
て
納
得
し
う
る
た
め
に
、
ま
ず
も
っ
て
取
り
除
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
真

の
困
難
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
帰
結
を
さ
ら
に
追
跡
し
、【96

】
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
れ
を
カ
ン
ト

氏
の
体
系
の
べ
つ
の
部
分
へ
と
適
用
す
る
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

錯
覚
の
感
性
界
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
実
体
へ

こ
の
体
系
に
よ
れ
ば
、
理
性
は
自
然
の
出
来
事
と
原
因
の
系
列
が
完
結
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
そ
の
系
列
の
外
側
に
限
界
を
求
め
、

制
約
さ
れ
た
も
の
か
ら
無
制
約
的
な
も
の
へ
と
上
昇
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
ど
こ
に
も
求
め
た
完
結
と
充
足
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
に
、
あ
る
限
界
を
、
あ
る
い
は
無
制
約
的
な
も
の
と
し
て
の
知
ら
れ
ざ
る
或
る
も
の
を
、
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。─

─

私
が
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
仮
象
と
真
に
つ
い
て
の
理
論
の
教
え
と
導
き
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
理
性
は
全
経
験
と
そ
の
原

因
の
そ
の
よ
う
な
完
結
を
、
系
列
そ
の
も
の
の
な
か
で
だ
け
見
出
し
う
る
し
、
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

悟
性
界
が
感
性
界
の
根
底
に
存
し
て
対
応
し
て
お
り
、
な
に
か
実
在
的
な
も
の
が
現
象
の
根
底
に
存
し
て
対
応
し
て
い
る
と
前
提
さ

れ
、〔
さ
ら
に
は
し
か
し
な
が
ら
〕
あ
ら
ゆ
る
継
起
的
な
表
象
、
す
な
わ
ち
時
間
規
定
に
関
わ
る
よ
う
な
表
象
は
、
た
ん
に
仮
象
的
で

主
観
的
な
も
の
で
、
実
在
性
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
客
観
的
な
悟
性
界
に
お
い
て
は
、
な
に
も
そ
れ
に
似
た
も
の
や
対
応
す
る
も
の
が
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成
立
し
て
い
な
い
と
前
提
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
界
は
そ
れ
自
身
で
存
立
す
る
物
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
て
、
み

ず
か
ら
を
限
界
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
は
始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
。
同
時
に
あ
る
も
の
と
し
て
空
間
の
な
か
で
、
あ

る
い
は
相
継
い
で
続
く
も
の
と
し
て
時
間
の
な
か
で
表
象
さ
れ
る
い
つ
さ
い
の
多
様
な
も
の
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
多
様
に
し
て
入
れ
替

わ
っ
て
ゆ
く
も
の
は
、
理
性
に
強
い
て
あ
る
限
界
と
無
制
約
的
な
も
の
を
求
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
に
せ
よ
、
た
ん
に
錯
覚
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
あ
る
人
が
流
れ
を
下
っ
て
い
る
と
き
、
そ
の
流
れ
が
曲
が
っ
て
い
て
、
ま
た
も
と
に
戻
る
よ
う
な
か
た
ち
の
線
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
自
分
は
ふ
た
た
び
上
る
こ
と
も
な
く
、
ず
っ
と
下
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
流
れ
に
は
始
ま
り

と
水
源
が
あ
り
、
終
わ
り
あ
る
い
は
河
口
が
あ
る
、
と
思
い
込
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
す
べ
て
仮
象
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
場

合
の
よ
う
な
錯
覚
と
等
し
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
哲
学
者
も
素
人
も
そ
う
思
っ
て
き
た
よ
う
に
、
時
間
が
な
に
か
客
観
的
な
も
の
で
、
す
く
な
く
と
も
一
部
は

物�

自�

体�

の
な
か
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
表
象
で
あ
る
と
見
な
す
か
ぎ
り
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
の
系
列
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を
前
提
せ
ね

ば
な
ら
な
い
し
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
は
こ
の
系
列
の
そ
と
に
そ
の
完
結
を
求
め
、
あ
ら
ゆ
る
制
約
的
な
も
の
に
対
し
て
さ
ら
に
無
制
約

的
な
或
る
も
の
を
要
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
誤
り
を
悟
り
、
時
間
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
継
起
と
、

空
間
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
多
様
と
を
、
た
ん
に
主
観
的
で
仮
象
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
理
性
に
対
し

て
、【97

】
こ
の
継
起
的
で
多
様
な
も
の
を
客
観
的
な
悟
性
界
に
ま
で
持
ち
こ
ま
な
い
よ
う
に
と
、
指
導
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
理
性
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、わ
れ
わ
れ
が
自
然
原
因
の
探
求
に
お
い
て
け
っ

し
て
果
て
ま
で
達
せ
ず
、
被
制
約
者
か
ら
被
制
約
者
へ
と
無
限
に
い
た
っ
て
進
行
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
の
事
情
は
、
現
実
の
客
観
的
な

世
界
に
お
い
て
は
、
継
起
も
多
様
性
も
、
始
ま
り
も
終
わ
り
も
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
限
界
づ
け
も
、
無
限
の
可
分
性
も
不
可
分
な
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部
分
も
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
の
だ
、
と
。
こ
れ
ら
い
っ
さ
い
は
感
性
界
に
お
い
て
の
み
成
立
し
、
悟
性
界
で
は

成
立
し
な
い
も
の
で
、
仮
象
と
錯
覚
に
す
ぎ
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
自
身
を
現
実
的
な
実
体
だ
と
思
う
よ
う
な
想
像
と
同
じ
な
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
な
に
か
が
実
存
在
す
る
と
い
う
な
ら
、
た
だ
唯
一
の
実
体
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
唯
一
の
物�

自�

体�

、
唯
一
の
ヌ
ー

メ
ノ
ン
、
す
な
わ
ち
叡
知
的
で
客
観
的
な
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
み
ず
か
ら
自
身
を
限
界
づ
け
て
お
り
、
こ
れ
は
始
ま
り
も
終
わ
り
も

も
た
な
い
領
域
で
あ
る
。
こ
れ
が
純
粋
理
性
の
唯
一
の
理
想
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
仮
象
と
実
在
の
こ
の
理
論
に
し
た
が
う
な
ら
、
純
粋
理
性
の
理
念
と
は
お
お
よ
そ
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
述
べ
た
よ
う
な
意
味
の

も
の
だ
と
、
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
も
知
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
世
界
が
唯
一
の
実
体
で
あ
り
、

自
己
自
身
を
完
結
す
る
系
列
、
あ
る
い
は
限
界
づ
け
ら
れ
な
い
領
域
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
こ
れ
は
、
神
性
を
代
理
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

思
考
す
る
無
限
な
実
体
は
無
数
の
思
考
す
る
有
限
な
諸
実
体
か
ら
は
合
成
さ
れ
え
な
い
〔
の
で
は
な
い
か
、〕
と
い
う
重
要
な
反
論

に
対
し
て
は
、
著
者
の
理
論
に
よ
っ
て
こ
そ
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
は
安
全
な
立
場
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
実

体
性
が
た
ん
に
論
理
的
で
仮
象
的
な
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
私�

〔＝

自
我
〕
が
自
己
意
識
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
れ
は
た
ん
に
諸

表
象
の
連
関
の
た
め
に
主
観
的
に
必
要
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
他
の
諸
変
様
の
あ
る
一
変
様
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
な
ら
、
こ
れ

ら
の
表
象
の
す
べ
て
が
唯
一
の
実
体
の
諸
変
様
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
と
、
な
ん
の
妨
げ
も
な
く
言
え
る
で
は
な
い
か
。

そ
れ
ゆ
え
、
時
間
規
定
と
、
時
間
規
定
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
表
象
が
、
た
ん
に
仮
象
的
で
主
観
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
性
は
み
ず
か

ら
の
要
求
の
い
っ
さ
い
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
の
な
か
で
充
足
さ
れ
る
の
を
見
て
と
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
も
し
理
性
が
さ
ら
に
個
別
の

神
性
を
探
究
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
な
ら
、
理
性
は
そ
の
よ
う
な
要
求
を
正
当
に
充
足
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
く
な
く
と
も
、
い
ま
や
真
理
の
関
心
は
、
悟
性
界
の
ほ
か
に
は
い
か
な
る
神
性
を
も
要
求
し
な
い
の
で
あ
る
。
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物
自
体
へ
の
客
観
的
な
関
係
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

こ
れ
は
ま
た
し
て
も
〔
著
者
の
体
系
か
ら
導
き
出
し
た
〕
帰
結
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
氏

の
理
論
を
悪
意
に
満
ち
た
し
か
た
で
【98

】
照
ら
し
だ
す
帰
結
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
自
体
と
し
て
は
氏
の
理
論
を
反
駁
す
る
の

に
資
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
そ
こ
か
ら
は
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
た
め
の
演
繹
を
と
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
が
、〔
い
ず
れ
に
せ

よ
、〕
知
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、
カ
ン
ト
氏
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
弁
護
に
関
し
て
誇
る
べ
き
手
柄
を
立
て
た
わ
け
で
は
な

い
。こ

れ
が
た
ん
な
る
帰
結
で
あ
る
こ
と
は
本
当
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
悪
意
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
は

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
ま
た
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は
カ
ン
ト
氏
の
理
論
に
対
す
る
反
対
証
明
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、

ま
さ
に
こ
の
理
論
が
、
こ
の
深
遠
な
る
哲
学
者
の
体
系
の
ほ
か
の
部
分
と
整
合
せ
ず
、
べ
つ
の
と
こ
ろ
の
原
則
や
要
求
と
矛
盾
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
そ
の
帰
結
〔
の
帰
趨
〕
を
最
後
ま
で
�
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
け

で
あ
る
。

そ
の
〔
べ
つ
の
原
則
の
〕
な
か
に
は
、『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
述
べ
ら
れ
た
以
下
の
言
明
も
含
ま
れ
る
。「
経
験
の
領
野
を
超
え
て
理

性
の
使
用
を
独
断
的
に
押
し
ひ
ろ
げ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
則
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
ま
っ
た
く
見
過
ご
し
た

あ
る
べ
つ
の
原
則
を
結
び
つ
け
よ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
可
能
な
経
験
の
領
野
を
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
の
目
で
見
て
み
ず
か
ら
を
限

界
づ
け
て
い
る
も
の
だ
と
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
で
あ
る
。」〔P

rolegom
ena
,A
k.IV

360

（
か
ら
の
再
構
成
）〕

こ
の
新
し
い
原
則
が
わ
れ
わ
れ
を
ど
こ
に
導
い
て
ゆ
く
か
、
見
届
け
て
み
よ
う
。
こ
の
原
則
の
意
味
は
ま
さ
に
次
の
こ
と
で
し
か
あ

り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
理
性
は
現
象
だ
け
で
は
な
く
物�

そ
れ
自�

体�

を
も
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
象
は
物
自
体
へ
と
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関
わ
り
、
現
象
の
根
底
に
は
物
自
体
が
存
す
る
。
と
い
う
の
も
、
私
の
間
違
い
で
な
け
れ
ば
、
著
者
が
ま
さ
に
同
じ
箇
所
で
説
明
し
て

い
る
よ
う
に
、「
現
象
は
つ
ね
に
事
物
そ
れ
自
体
を
前
提
し
、
事
物
そ
れ
自
体
が
さ
ら
に
詳
し
く
知
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
事

物
そ
れ
自
体
を
指
示
し
て
い
る
」〔P

rolegom
ena
,A
k.IV

355

（
一
部
省
略
）〕
か
ら
で
あ
る
。

も
し
こ
う
な
ら
、
そ
れ
ゆ
え
客
観
的
な
世
界
の
現
存
在
も
ま
た
、
も
は
や
蓋
然
的
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
感
性
界
に
お
け
る

現
象
は
悟
性
界
に
お
け
る
実
在
性
を
指
し
示
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
〔
ま
た
〕、
た
ん
に
実
在
的
な
客
観
が
あ
っ
て
現
象
す
る
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
て
、
客
観
が
そ
こ
に
現
象
す
る
〔
、
現
わ
れ
先
と
し
て
の
〕
主
観
、
あ
る
い
は
客
観
を
そ
れ
自
体
の
あ
る
が
ま
ま
に
で

は
な
く
表
象
す
る
主
観
も
ま
た
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
主
観
は
、
根
源
的
か
つ
本
質
的
な
意
味
で
、
思
考
し
表
象

す
る
主
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
い
う
の
も
思
考
作
用
と
表
象
作
用
は
、
そ
の
も
と
で
現
象
が
そ
も
そ
も
可
能
に
な
る
と
こ
ろ

の
〔
現
象
の
〕
必
然
的
な
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
思
考
す
る
主
観
の
現
実
的
な
実
存
在
は
（
そ
の
批
判
的
観
念
論
に
よ
っ
て
、
現
象
す
る
客
観
と
、
客
観
が
そ
れ
に

現
象
し
て
く
る
主
観
と
に
、
そ
の
現�

実�

的�

な�

現
存
在
に
関
し
て
ま
っ
た
く
同
じ
程
度
の
確
実
性
あ
る
い
は
不
確
実
性
を
認
め
て
い
る
著

者
が
、
こ
れ
に
反
対
し
て
な
に
を
言
お
う
と
も
）、
現
象
の
可
能
性
の
た
め
に
は
、【99

】
客
観
的
に
実
在
的
な
も
の
よ
り
も
、
い
っ
そ

う
必
然
的
〔
に
必
要
〕
な
条
件
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、（
バ
ー
ク
リ
ー
の
観
念
論
が
証
明
す
る
よ
う
に
）
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
表

象
の
い
っ
さ
い
が
、
実
在
的
な
或
る
も
の
に
根
拠
づ
け
ら
れ
ず
に
、
空
虚
な
錯
覚
で
あ
り
、
あ
る
い
は
主
観
的
な
思
考
力
の
た
ん
な
る

変
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
考
え
ら
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
主
観
が
実
存
在
し
な
い
で
変
様
が

あ
る─

─

こ
の
変
様
は
主
観
の
も
つ
変
様
で
あ
る
〔
に
も
か
か
わ
ら
ず
〕─

─

、
あ
る
い
は
主
観
の
力
が
な
い
の
に
発
揮
さ
れ
た
諸
力

が
実
存
在
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
現
象
が
実
在
的
な
客
観
へ
と
関
わ
っ
て
い
る
と
、
あ
る
い
は
実
在
的
な
客
観
が
現
象
の
根
拠
に
存
し
て
い
る
と
、
前
提
さ
れ

12



る
な
ら
ば
、
現
象
と
客
観
と
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
関
係
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
こ
の
関
係
は
た
ん

に
主
観
的
（
あ
る
い
は
仮
象
的
）
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
同
時
に
主
観
的
に
し
て
客
観
的
（
あ
る
い
は
実
在
的
）
な
も
の
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
。

そ
の
関
係
が
た
ん
に
主
観
的
な
ら
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
た
だ
私
の
思
考
能
力
の
本
性
だ
け
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
現
象
を
考
え
る
と
き

に
は
、
私
は
ま
た
仮
象
か
ら
区
別
さ
れ
る
或
る
も
の
を
私
の
そ
と
に
考
え
て
、
そ
れ
が
現
象
す
る
の
だ
と
〔
す
る
一
方
〕、
さ
ら
に
私

の
な
か
に
も
べ
つ
の
或
る
も
の
を
考
え
て
、
そ
れ
に
対
し
て
現
象
し
て
く
る
の
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、〔
い
ず
れ
に
せ
よ
〕
私
の
思
考
力
の
こ
の
よ
う
な
主
観
的
な
法
則
か
ら
は
、
い
さ
さ
か
も
、
こ
こ
で
現
象
し
て
い
る
も
の
や
、
こ

れ
が
そ
れ
に
対
し
て
現
象
し
て
い
る
も
の
の
現
実
的
な
実
在
性
や
実
存
在
に
つ
い
て
、
有
利
な
事
情
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ

て
、
そ
う
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
無
限
に
い
た
る
ま
で
現
象
〔
だ
け
〕
を
も
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
に
は
際
限
が
な
く
、
た

ん
に
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
〔
仮
象
的
に
〕
現�

わ�

れ�

て�

い�

る�

よ
う
に
見�

え�

る�

（es
scheint

uns
zu

scheinen

）、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
し
、〔
さ
ら
に
は
〕
こ
う
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
個
体
的
な
現
存
在
に
つ
い
て
さ
え
も
、
わ
れ
わ
れ
が
思
考
す
る
主
観
で
あ
る
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
さ
え
も
、
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
「
私
は
考
え
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
（cogito,

ergo
sum

）」
は
不
確
か
な
原
則
で
あ
る
〔
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
〕。

だ
が
こ
の
果
て
な
き
懐
疑
の
ラ
ビ
リ
ン
ス
か
ら
抜
け
出
た
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
現
象
と
物�

自�

体�

と
の
あ
い
だ
の
関
係
は
た
ん
に

主
観
的
で
仮
象
的
で
は
な
く
、
ま
た
客
観
的
で
実
在
的
で
も
あ
る
と
宣
言
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
真
の
実
体
に
つ
い
て
、
悟

性
界
に
つ
い
て
、
理
性
の
理
想
に
つ
い
て
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
ヌ
ー
メ
ノ
ン
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
が
つ
く
り
あ
げ
る
概
念
は
、

た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
思
考
力
の
本
性─

─

思
考
力
の
活
動
と
思
考
作
用
の
主
観
的
な
形
式
と
し
て
の─

─

に
の
み
根
拠
を
も
つ
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
客
観
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
に
も
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
対
応
す
る
真
の
実
在
的
な
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対
象
が
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
は
こ
れ
ら
の
概
念
を
有
し
え
ず
、
有
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン─

─

理
性
は
こ
れ
を
現
実
的
に
実
存
在
す
る
も
の
と
想

定
せ
ね
ば
な
ら
な
い─

─

は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
能
力
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
表
象
す
る
か
と
い
う
様
式
と
方
法
に
関
し
て
も
、【100

】

あ
る
程
度
は
貢
献
し
て
い
る
と
想
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
さ
い
、
こ
の
思
考
能
力
が
あ
る
い
は
感
性
と
し
て
、
あ
る
い

は
悟
性
と
し
て
、
あ
る
い
は
理
性
と
し
て
発
揮
さ
れ
て
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
認
識
源
泉
は
い
ず
れ
も
、
物�

そ�

れ�

自�

体�

を
表
象
す
る
様
式
と
方
法
に
関
し
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
割
り
当
て
ら
れ
た
法
則
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観

的
な
形
式
に
従
う
に
せ
よ
、
し
か
し
ま
た
そ
の
直
観
、
概
念
、
理
念
の
根
底
に
存
し
て
い
る
物�

そ�

れ�

自�

体�

の
本
性
に
も
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

空
間
と
時
間
に
つ
い
て
の
私
の
把
握

以
上
の
こ
と
が
前
提
さ
れ
る
な
ら
、
い
ま
や
ま
た
、
空
間
と
時
間
と
い
う
、
著
者
に
と
っ
て
は
か
な
り
重
要
な
、
そ
の
批
判
体
系
全

体
の
支
柱
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
概
念
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
し
か
た
で
捉
え
て
規
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
空
間
と
時
間
の
概
念
は
ま
た
関
係
概
念
と
し
て
も
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
感

性
の
本
性
に
根
拠
を
も
つ
の
で
は
な
く
、〔
あ
る
い
は
〕
カ
ン
ト
氏
の
言
う
と
こ
ろ
と
は
異
な
り
、
感
性
の
た
ん
に
主
観
的
な
形
式
を

な
す
も
の
で
は
な
く
、〔
む
し
ろ
〕
空
間
と
時
間
の
な
か
で
現
象
し
て
く
る
物�

そ�

れ�

自�

体�

の
本
性
の
な
か
に
も
根
拠
を
も
つ
も
の
と
し

て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
お
お
よ
そ
空
間
・
時
間
に
つ
い
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
考
え
か
た
が
成
立
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
概
念
は
、
著
者
の
攻
撃
に
対
し
て
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
見
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。
た
だ
し
ま
ず
は
、
そ
れ
ぞ
れ
種
的
に
唯
一
の
も
の
で
あ
る
こ
の
二
つ
の
対
象
に
つ
い
て
私
が
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
、

さ
ら
に
詳
細
に
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
空
間
と
時
間
の
概
念
は
端
的
に
経
験
的

な
も
の
で
は
な
く
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
に
も
数
え
入
れ
ら
れ
う
る
。
そ
れ
ら
は
叡
知
的
な
世
界
と
感
性
的
な
世
界
と
の
限
界
を
な
し
、

両
者
を
た
が
い
に
結
び
つ
け
て
お
り
、
す
な
わ
ち
物
自
体
そ
の
も
の
が
現
象
に
な
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。

空
間
と
時
間
の
概
念
の
こ
の
よ
う
な
混
合
的
な
本
性
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
程
度
は
、
な
ぜ
空
間
と
時
間
は
そ
の
よ
う
に
特

異
で
、
種
と
し
て
唯
一
の
も
の
な
の
か
、
な
ぜ
そ
れ
ら
を
物
と
み
な
す
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら

を
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
の
か
、
を
説
明
し
う
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
空
間

と
時
間
は
、
わ
れ
わ
れ
の
能
動
性
と
そ
の
対
象
と
の
あ
い
だ
に
、
合
一
的
あ
る
い
は
統
合
化
的
な
媒
介
（
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な

も
の
と
の
あ
い
だ
の
）
と
し
て
、
中
間
的
に
介
在
し
て
お
り
、
両
者
に
接
触
し
て
い
る
た
め
に
、
ど
ち
ら
の
側
か
ら
も
い
わ
ば
い
く
ら

か
を
引
き
継
い
で
も
っ
て
い
る
。
空
間
と
時
間
の
こ
の
よ
う
な
中
間
的
本
性
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
れ
ら
を
こ
ち
ら
の
側
面
か
ら
、
あ
る

い
は
あ
ち
ら
の
側
面
か
ら
捉
え
る
に
応
じ
て
、
そ
れ
ら
を
あ
る
程
度
は
〔
主
観
と
客
観
の
〕
ど
ち
ら
の
側
に
も
数
え
入
れ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

空
間
と
時
間
は
、
主
観
的
な
も
の
に
、
す
な
わ
ち
【101
】
私
の
考
え
る
よ
う
に
、
人
間
の
思
考
力
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
と
い
う
本
性
を
も
つ
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
物�

そ
れ
自�

体�

に�

、
あ

る
い
は
客
観
的
な
も
の
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
す
な
わ
ち
空
間
の
ほ
う
は
表
象
さ
れ
る
物�

そ
れ
自�

体�

の
現�

実�

的�

な�

多

数
性
に
＊

、
時
間
の
ほ
う
は
同
時
に
そ
れ
ら
の
多
数
性
と
現�

実�

的�

な�

変
化
〔
の
両
方
〕
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
経
験

的
な
表
象
と
の
、
あ
る
い
は
経
験
概
念
と
の
類
似
性
を
も
つ
に
ち
が
い
な
い
。
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＊

一
般
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
自
己
か
ら
区
別
さ
れ
る
（
空
間
の
な
か
で
直
観
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
感

じ
ら
れ
る
）
多
数
性
は
、
そ
れ
が
た
が
い
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
延
長
、
連
続
量
（quantitas

continua

）
の

概
念
を
与
え
る
。し
か
し
、わ
れ
わ
れ
の
自
己
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、ま
た
た
が
い
に
も
区
別
さ
れ
て
い
る
多
数
性
は
、数
（
分
離
量quantitas

discreta
）
の
概
念
を
与
え
る
。
さ
て
、
一
般
に
多
数
性
の
区
別
は
こ
れ
以
上
に
は
な
さ
れ
え
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
こ
か
ら
、
多
数
性
に
つ

い
て
の
普
遍
学
（
純
粋
数
学
）
に
は
、
そ
の
部
門
と
し
て
ま
さ
に
、
純
粋
代
数
学
、
す
な
わ
ち
数
量
（quantitas

discreta

）
の
普
遍
学
と
、

純
粋
幾
何
学
、
す
な
わ
ち
連
続
量
（quantitas

continua

）
の
普
遍
学
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
以
上
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
根
拠
に
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
外
的
感
官
の
対
象
、
と
り
わ
け
視
覚
の
対
象
を
、
そ
れ
が
わ

れ
わ
れ
の
自
己
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
わ
れ
わ
れ
の
そ
と
に
措
定
す
る
、
す
な
わ
ち
空
間
の
な
か
で
知
覚
す
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
〔
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
〕
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
空
間
の
概
念
が
生
得
的
な
概
念
で
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
感
覚
に
先
行
し
、
あ
ら
ゆ
る
直
観
の
根
底
に
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
ま
た

そ
う
思
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
空
間
と
時
間
の
な
か
に
は
経
験
的
な
も
の
が
混
入
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
確
認

し
う
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
混
入
は
お
き
な
い
と
証
明
す
る
た
め
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
視
覚
と
触
覚

に
よ
る
わ
れ
わ
れ
の
最
初
の
知
覚
は
成
立
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
だ
、
空
間
の
概
念
か
対
象
の
概
念
か
の
ど
ち
ら
が
魂
の
な
か
で

先
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
魂
の
な
か
で
同
時
的
に
あ
る
の
で
は
な
い
か─

─

私
に
は
そ
う
思
わ
れ
る─

─

、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
意
識〔
し
て
決
定
〕す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
年
齢
で
の
こ
と
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も〔
言
え
る
の
は
〕、

空
間
が
関
係
概
念
で
あ
る
な
ら
、
後
者
の
選
択
肢
が
正
し
い
〔
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〕。
と
い
う
の
も
そ
の
場
合
、
空
間
は
、
関
係

16



の
な
か
に
あ
る
諸
物
に
つ
づ
い
て
、
す
な
わ
ち
対
象
と
わ
れ
わ
れ
の
自
我
（
こ
の
自
我
は
ま
さ
に
こ
の
表
象
を
介
し
て
自
分
を
対
象
か

ら
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
に
つ
づ
い
て
、
た
だ
ち
に
魂
の
な
か
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

【102

】〔
と
こ
ろ
で
、〕
生
来
の
盲
人
は
い
か
に
し
て
空
間
を
考
え
る
の
か
、と
り
わ
け
、生
来
の
盲
人
で
深
い
学
識
の
数
学
者
で
あ
っ

た
ソ
ン
ダ
ー
ソ
ン
〔N

icholas
Saunderson

〕
は
盲
目
の
な
か
で
光
や
色
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
が
、
彼
は
空
間
を
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
と
把
握
し
て
い
た
の
か
、
に
つ
い
て
知
り
う
る
な
ら
ば
、
こ
の
〔
見
通
し
の
〕
暗
い
テ
ー
マ
に
も
い
く
ら
か
光
が
投
げ
か
け
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

空
間
の
表
象
の
な
か
に
な
ん
ら
か
の
経
験
的
な
も
の
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
は
、
有
名
な
チ
ェ
セ
ル
デ
ン
〔W

illiam
C
heselden

〕

に
よ
っ
て
手
術
さ
れ
た
生
来
の
盲
人
に
つ
い
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
以
下
の
次
第
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
視
界
が
彼
に
突
如
と
し
て
開
か
れ
た
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
見
え
る
対
象
が
ま
る
で
直
接
に
自
分
の
眼
の
う
え
に
あ
り
、
眼
に
触

れ
て
い
る
よ
う
に
彼
に
は
思
わ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
〔
そ
れ
以
前
は
〕、
距
離
に
つ
い
て
な
に
も
知
ら
な
か
っ

た
し
、
ま
し
て
や
距
離
の
尺
度
に
つ
い
て
知
る
よ
し
も
な
く
、
い
わ
ば
い
か
な
る
生
得
的
な
幾
何
学
を
も
有
し
て
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
み
な
、
経
験
を
つ
う
じ
て
徐
々
に
、
距
離
に
つ
い
て
、
隔
た
っ
た
対
象
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
判
断
す
る
こ
と
を
学
ぶ
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

─
─

し
か
し
こ
こ
ま
で
説
明
し
て
き
た
空
間
の
把
握
〔
の
し
か
た
〕
は
、
い
か
に
し
て
著
者
の
い
わ
ゆ
る
純�

粋�

直�

観�

と
調
和
し
う
る

だ
ろ
う
か
。
純
粋
幾
何
学
の
も
つ
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
か
ら
独
立
し
た
確
実
性
と
明
証
性
は
、
い
か
に
し
て
こ
の
空
間
の
把
握
に
合
致
す

る
だ
ろ
う
か
。
調
和
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
は
可
能
だ
、
と
私
は
思
う
。

直
観
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
空
間
の
な
か
で
知
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
空
間
と
は
、
ど
の
直
観
や
外
的
知
覚
に
も
〔
妥
当
す
る
〕
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
直
観
や
外
的
知
覚
が
空
間
以
外
の
点
で
は
ど
れ
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ほ
ど
異
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
と
も
、
く
り
か
え
し
妥
当
す
る
関
係
概
念
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
こ
の
概
念
を
、
一
方
で
は

空
間
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
諸
対
象
そ
の
も
の
か
ら
、
他
方
で
は
空
間
中
の
諸
対
象
の
形
態
や
位
置
を
な
す
個
別
的

な
制
限
か
ら
抽
象
し
て
き
て
、
そ
れ
自
身
で
存
立
し
、〔
整
合
的
に
〕
た
が
い
に
連
結
し
た
、
一
様
の
形
の
ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
で
、
普
遍
的
な
空
間
の
概
念
を
、
そ
の
な
か
に
物
体
あ
る
い
は
対
象
が
存
在
し
う
る
貯
蔵
庫
と
し
て
構
想
す
る
、
あ

る
い
は
む
し
ろ
案
出
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
な
ん
の
差
し
障
り
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
来
て
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
普
遍
的
な
貯
蔵
庫
を
い
わ
ば
区
画
に
分
け
て
、
そ
れ
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
状
を
与
え
た

り
、
あ
る
い
は
空
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
や
変
様
を
割
り
当
て
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
区
画
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が

諸
対
象
に
指
定
す
る
場
所
が
与
え
ら
れ
、
普
遍
的
な
空
間
の
制
限
や
変
様
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
形
態
や
位
置
が
与
え
ら

れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
が
任
意
に
構
成
す
る
、
想
像
力
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
も
の
に
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
れ
ら
に
付
与
す
る
も
の
が
う
ま
く
妥
当
す
る
に
ち

が
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
構
成
は
、【103

】わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
に
作
り
あ
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
や
、

わ
れ
わ
れ
が
構
成
し
た
の
と
ま
さ
に
同
じ
形
態
と
位
置
を
対
象
が
も
っ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
区
画
に
対
象
が
合
致
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
判
明
す
る
と
き
に
は
、
ま
た
対
象
の
形
態
と
位
置
に
つ
い
て
も─

─

そ
れ
ら
が
想
像
力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
に
程
度
を
あ
わ
せ
て─
─

、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
の
産
物
に
つ
い
て
当
て
は
ま
り
真
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
り
真
と

な
る
。

著
者
の
空
間
・
時
間
論
は
私
の
把
握
を
反
駁
し
て
い
る
か

さ
て
以
下
で
は
、
著
者
の
そ
の
ほ
か
の
〔
論
証
に
よ
る
〕
根
拠
が
、
空
間
と
時
間
に
つ
い
て
の
著
者
の
把
握
だ
け
が
真
理
を
独
占
す

18



る
こ
と
を
証
明
し
、
私
が
提
示
し
た
把
握
の
も
つ
妥
当
性
を
反
駁
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
を
見
て
み
よ
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、「
空
間

と
時
間
は
ま
っ
た
く
必
然
的
な
表
象
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
ま
っ
た
く
必
然
的
に
貼
り
つ
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
空
間
と
時
間
か
ら

す
べ
て
の
対
象
が
取
り
除
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
空
間
と
時
間
そ
の
も
の
が
取
り
除
か
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
」〔E

rläuterungen
22

（
組
み
替
え
て
引
用
）〕。

時
間
の
概
念
が
取
り
除
か
れ
た
と
わ
れ
わ
れ
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
は
、す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
思
考
が
継
起
的
で
あ
り
、し
た
が
っ

て
時
間
の
な
か
で
生
起
し
て
お
り
、
ま
さ
に
こ
の
継
起
的
な
思
考
が
わ
れ
わ
れ
を
時
間
の
概
念
へ
と
導
く
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、

す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
間
の
概
念
も
空
間
の
概
念
も
一
部
は
主
観
的
で
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
に
、
そ
れ
も
わ
れ

わ
れ
の
制
限
の
な
か
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
制
限
は
な
に
か
本
質
的
で
恒
常
的
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
空

間
と
時
間
の
概
念
も
ま
た
〔
そ
こ
か
ら
の
〕
帰
結
と
し
て
、
あ
る
い
は
切
り
離
し
が
た
い
付
帯
的
事
情
と
し
て
、
必
然
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
思
考
力
の
本
質
的
な
制
限
に
よ
っ
て
、
空
間
と
時
間
の
概
念
は
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
必
然
的
な
条
件
に
な
り
、
こ
の
制

限
か
ら
の
避
け
ら
れ
な
い
感
情
に
わ
れ
わ
れ
は
強
い
ら
れ
て
、
対
象
は
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
か
か
わ
っ
て
は
空
間
と
時
間
の
関
係
の
な

か
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
、
つ
ね
に
期
待
す
る
よ
う
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
方
で
は
、
対
象
を
わ
れ
わ
れ
の
そ
と
に
置

く
、
す
な
わ
ち
空
間
の
な
か
に
見
る
こ
と
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
他
方
で
は
そ
れ
を
た
が
い
に
相
継
い
で
、
す
な
わ
ち
時
間
の
な
か
で
知

覚
す
る
こ
と
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
対
象
を
わ
れ
わ
れ
の
自
己
か
ら
区
別
す
る
こ
と
も
、
た
が
い
に
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
事
情
は
い
さ
さ
か
も
、
空
間
と
時
間
の
概
念
が
ま
た
客
観
的
な
基
盤
を
も
有
す
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。─

─

〔
著
者
は
い
う
、〕「
空
間
と
時
間
の
あ
ら
ゆ
る
公
理
は
確
然
的
な
確
実
性
を
そ
な
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
経
験
か
ら
引
き
出
す
こ
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と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
経
験
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
、
普
通
の
知
覚
は
こ
う
教
え
て
い
る
、
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
空
間
と
時
間
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
に

先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
は
た
が
い
に
相
継
い
で
生
じ
る
の
で
は
な
い
し
、【104

】
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
は
同

時
に
は
あ
り
え
ず
、二
つ
の
点
の
あ
い
だ
に
は
た
だ
一
本
の
直
線
だ
け
が
可
能
で
あ
る
等
々
の
原
則
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
で
あ
る
。」

〔E
rläuterungen

22
（
か
ら
の
再
構
成
）〕

私
の
考
え
で
は
、
空
間
と
時
間
に
つ
い
て
の
私
の
把
握
に
し
た
が
っ
て
も
、
ま
さ
に
以
上
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う

の
は
、
空
間
と
時
間
の
概
念
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、
物�

そ
れ
自�

体�

が
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
対
し
て
も
つ
関
係─

─

こ
の
関
係
は
わ
れ

わ
れ
の
精
神
の
本
質
的
な
制
限
に
よ
っ
て
必
然
的
な
も
の
に
な
る─

─

で
あ
っ
て
、〔
そ
れ
ぞ
れ
〕
空
間
の
概
念
は
、
客
観
そ
の
も
の

に
せ
よ
そ
の
変
様
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
変
化
を
考
慮
し
な
い
で
の
多
数
性
を
、
時
間
の
概
念
は
、
そ
れ
ら
の
変
化
を
考
慮
し
た
う
え
で

の
ま
さ
に
そ
の
多
数
性
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
関
係
が
た
が
い
に
取
り

違
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
〔
ま
た
〕、
こ
の
よ
う
な
〔
関
係
の
〕
異

種
性
を
言
い
表
わ
す
公
理
が
あ
る
関
係
か
ら
べ
つ
の
関
係
へ
と
転
移
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
は
た
が
い
に
相
継

い
で
生
じ
る
と
か
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
が
同
時
に
あ
る
と
か
と
、
わ
れ
わ
れ
に
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
お
の
ず
か

ら
明
ら
か
で
あ
る
。

〔
二
点
間
の
一
直
線
と
い
う
〕
第
三
の
公
理
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
二
つ
の
客
観
の
必
然
的
な
関
係─

─

こ
の
関
係
は
二
つ
の

客
観
の
性
質
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
現
実
的
も
し
く
は
推
定
的
な
現
存
在
に
依
存
す
る─

─

を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
公
理

が
言
う
の
は
、
根
本
的
に
は
、
二
つ
の
客
観
は
、〔
現
に
〕
そ
れ
ら
が
そ
こ
に
想
定
さ
れ
て
い
る
位
置
に
現
実
的
に
存
在
す
る
の
だ
、
と

い
う
こ
と
以
上
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
位
置
が
そ
れ
ら
の
距
離
を
規
定
す
る
の
で
あ
り
、〔
そ
れ
ゆ
え
〕
距
離
は
た
だ
唯
一
の
も
の
で
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し
か
あ
り
え
な
い
。

部
分
の
直
観
が
先
で
、
そ
こ
か
ら
無
限
な
全
体
が
構
想
さ
れ
る

空
間
と
時
間
は
論
弁
的
で
一
般
的
な
概
念
で
は
な
く
、
直
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
著
者
の
証
明
根
拠
も
同
様
に
、
私
の
把
握
に
抵

触
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
私
は
空
間
と
時
間
の
概
念
を
、
抽
象
を
介
し
た
推
理
か
ら
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
に
対

す
る
物�

そ�

れ�

自�

体�

の
必
然
的
な
関
係
か
ら
導
き
出
し
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
空
間
と
時
間
は
い
つ
で
も
客
観
と
と
も
に
知
覚
さ
れ
直
観

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
と
り
わ
け
空
間
の
概
念
は
必
然
的
な
付
属
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ど
の
外
的
な
現
象
に
も
一
緒
に
付
け

て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
周
辺
状
況
で
あ
る
。

存
在
す
る
も
の
、
外
的
な
感
官
の
客
観
で
あ
る
べ
き
も
の
は
、
ど
こ
か
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
あ
る
場
所
を
占
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
命
題
を
、
わ
れ
わ
れ
は
推
理
に
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
制
限
に
つ
い
て
の
不
可
避
の
感
情
に
し
た
が
っ
て
認
め
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
普
遍
的
で
空
虚
な
空
間
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
諸
空
間
や
場
所
は
そ
れ
を
合
成
す
る
諸
部
分
な
の
で

は
な
く
、
そ
の
制
限
〔
さ
れ
た
も
の
〕
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
一
部
は
想
像
の
産
物
で
あ
り
、
一
部
は
推
理
の
仕
事
で
あ
る
。
だ
が

そ
れ
は
生
得
的
な
命
題
で
は
な
く
、
だ
れ
か
が
視
覚
を
使
わ
ず
に
、
ま
た
他
人
か
ら
教
え
ら
れ
ず
に
、
そ
し
て
思
考
に
お
い
て
自
分
で

訓
練
せ
ず
に
、
述
べ
る
よ
う
な
た
ぐ
い
の
命
題
で
は
な
い
。【105
】

い
ず
れ
に
せ
よ
私
の
考
え
で
は
、
空
間
と
時
間
は
一
部
は
客
観
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
か
ぎ
り
で
は
経
験
的
に

な
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
ら
は
直
観
で
あ
っ
て
、
抽
象
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
私
は
ま
た
、
著
者
の
い
う
、
時
間
と
空
間
に
つ
い
て
の

原
則
は
す
べ
て
総
合
的
な
命
題
で
あ
る
か
ら
、
時
間
と
空
間
は
一
般
的
な
概
念
で
は
な
く
直
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
拠

を
も
、
よ
ろ
こ
ん
で
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。─

─

す
な
わ
ち
、
空
間
と
時
間
は
、
客
観
的
な
も
の
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
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い
る
か
ぎ
り
は
、
直
観
な
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
関
係
の
な
か
に
あ
る
諸
物
と
同
時
に
知
覚
さ
れ
る
関
係
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
空

間
と
時
間
は
、
諸
物
か
ら
〔
抽
象
的
に
〕
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
想
像
力
の
産
物
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
、

ま
た
さ
ら
に
示
す
こ
と
に
な
る
よ
う
な
し
か
た
で
作
り
あ
げ
ら
れ
た
、
普
遍
的
な
空
虚
な
空
間
、
あ
る
い
は
無
限
な
空
虚
な
時
間
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

─
─

私
は
ま
た
、
著
者
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
推
理
を
も
、
著
者
が
そ
こ
か
ら
引
き
出
し
た
最
後
の
帰
結
に
関
し
て
、
す
す
ん
で
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
空
間
も
時
間
も
無
限
な
量
と
し
て
表
象
す
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
そ
の
諸
部
分
の
も
つ
特
定
の
量
は

す
べ
て
、
無
限
な
空
間
と
無
限
な
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
空
間
と
時
間
に
つ
い
て
の
一

般
的
な
概
念
に
も
と
づ
い
て
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
空
間
と
時
間
が
直
観
で
は
な
く
一
般
的
な
概
念
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
量
の
概
念
や
関
係
の
概
念
は
空
間
と
時
間
に
お
い
て
ま
っ
た
く
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。」〔E

rläuterungen
23
f.

（
一
部

補
正
）〕

こ
こ
で
提
起
さ
れ
て
い
る
、
空
間
と
時
間
に
お
け
る
量
や
関
係
の
概
念
の
成
立
〔
の
し
か
た
〕
に
つ
い
て
だ
け
は
、
さ
ら
に
注
意
を

促
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
著
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
測
り
え
ぬ〔
ほ
ど
大
き
い
、
不
可
測
の
〕

空
虚
な
空
間
と
無
限
な
空
虚
な
時
間
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
生
得
的
な
概
念
が
、
す
べ
て
の
規
定
さ
れ
た
特
定
の
空
間
や
時
間
の
概

念
の
根
底
に
存
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
特
定
の
空
間
や
時
間
は
た
だ
最
初
の
無
限
な
空
間
や
時
間
を
制
限
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
特
定
の
空
間
や
時
間
は
本
来
、
不
可
測
の
空
間
と
無
限
な
時
間
の
な
か
に
作

ら
れ
る
、
あ
る
切
れ
目
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
次
第
な
の
だ
、
と
。

私
の
意
見
で
は
、
真
相
は
逆
さ
ま
で
あ
っ
て
、
制
限
さ
れ
た
諸
空
間
あ
る
い
は
場
所
、
特
定
の
時
間
の
概
念
の
ほ
う
が
魂
に
お
い
て

は
先
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
直
観
や
感
覚
に
お
い
て
、〔
そ
れ
ら
の
時
間
や
場
所
が
〕
あ
わ
せ
て
直
観
さ
れ
知
覚
さ
れ
う
る
も
の
に
な
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る
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
想
像
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
不
可
測
の
空
間
や
無
限
な
時
間
が
構
想
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら

の
〔
無
限
な
空
間
や
時
間
の
〕
概
念
を
得
て
は
じ
め
て
、
哲
学
者
た
る
も
の
が
こ
ん
ど
は
こ
の
概
念
の
ほ
う
を
基
礎
に
置
く
こ
と
が
で

き
、
著
者
の
い
う
よ
う
に
、【106

】
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
空
間
と
時
間
は
ま
さ
に
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕
そ
の
制
限
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

す
く
な
く
と
も
哲
学
の
素
人
に
は
、
構
想
の
能
力
に
よ
っ
て
、
空
間
の
不
可
測
性
と
時
間
の
無
限
性
の
概
念
に
い
た
る
ま
で
、
高
ま
っ

て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
お
お
よ
そ
、
神
の
全
能
を
描
き
だ
そ
う
と
し
た
〔
旧
訳
聖
書
の
〕

詩
編
の
作
者
の
よ
う
に
、
事
を
な
そ
う
と
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち
〔
詩
編
に
い
わ
く
〕、「
天
に
登
ろ
う
と
も
、
あ
な
た
は
そ

よ

み

こ
に
い
ま
し
、
陰
府
に
身
を
横
た
え
よ
う
と
も
、
あ
な
た
は
そ
こ
に
い
ま
す
。
曙
の
翼
を
駆
っ
て
海
の
か
な
た
に
行
き
着
こ
う
と
も
＊

」

云
々
〔
詩
一
三
八
―

八
・
九
（
新
共
同
訳
に
よ
る
）〕。

＊

ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
〔F

riedrich
G
ottlieb

K
lopstock

〕
の
「
神
の
遍
在
に
つ
い
て
の
頌
詩
」
を
も
参
照
せ
よ
。

あ
る
い
は
永
遠
性
に
つ
い
て
、
か
な
う
な
ら
そ
の
概
念
を
得
よ
う
と
試
み
た
詩
人
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

途
方
も
な
い
数
を
私
は
積
み

何
百
万
も
の
山
々
を
重
ね
る
、

時
の
う
え
に
時
を
巡
ら
せ

そ
し
て
世
の
う
え
に
世
を
山
と
積
み
、

こ
う
し
て
凄
ま
じ
い
高
み
か
ら
私
は

め
ま
い

目
眩
し
な
が
ら
再
び
あ
な
た
の
ほ
う
を
見
る
と
き
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数
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
威
力
は

何
千
倍
に
も
増
し
て
い
よ
う
が
、

い
ま
だ
あ
な
た
の
片
鱗
さ
え
も
見
え
な
い
、

私
が
数
の
威
力
を
捨
て
る
と
き
、
ま
っ
た
き
あ
な
た
が
私
の
ま
え
に
あ
る
。

〔
ハ
ラ
ー
（A

lbrecht
von
H
aller

）「
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
の
詩
」（
一
七
三
六
年
）
に
よ
る
〕

そ
れ
ゆ
え
、
不
可
測
性
と
永
遠
性
の
概
念
が
、
空
間
と
時
間
に
お
け
る
量
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
制
限
さ
れ
た
概
念
の
根
拠
に
ア
プ

リ
オ
リ
に
存
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
は
じ
め
て
そ
れ
ら
の
概
念
に
到
達
す
る
の
は
、
制
限
さ
れ

た
概
念
を
無
限
に
い
た
る
ま
で
、
す
な
わ
ち
停
止
す
る
こ
と
な
く
、
拡
張
し
て
は
纏
め
上
げ
る
と
き
な
の
で
あ
る
。〔
そ
れ
に
し
て
も
〕

ま
た
、
制
限
を
混
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
不
可
測
性
と
永
遠
性
の
概
念
を
ま
っ
た
く
正
確
、
適
切
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
人

は
、
そ
も
そ
も
ど
れ
ほ
ど
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。〔
続
〕
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解

題

カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』（
初
版
一
七
八
一
年
）
は
、
ド
イ
ツ
哲
学
界
に
お
け
る
一
つ
の
事
件
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
登
場
に

続
き
、
批
判
す
る
者
、
注
釈
す
る
者
、
解
説
す
る
者
、
超
克
せ
ん
と
す
る
者
、
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
運
動
が
そ
の
批
判
哲
学
を
め
ぐ
っ
て

動
き
は
じ
め
、
か
つ
て
な
い
活
況
の
哲
学
的
時
代
が
ド
イ
ツ
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
時
代
の
一
人
に
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
ル
ツ
ェJohann
Schulze

（1739

―1805

）
が
い
た
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
一
七
七
六
年
か
ら
ケ
ー

ニ
ス
ベ
ル
ク
の
王
宮
説
教
師
で
あ
っ
た
が
、
一
七
八
六
年
か
ら
は
カ
ン
ト
の
同
僚
と
し
て
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
学
で
数
学
の
正
教
授

を
つ
と
め
た
。
一
七
七
一
年
の
カ
ン
ト
の
教
授
就
任
論
文
の
書
評
を
書
い
た
こ
と
も
あ
り
、
カ
ン
ト
か
ら
そ
の
哲
学
的
な
資
質
を
た
か

く
買
わ
れ
、
批
判
哲
学
の
最
良
の
理
解
者
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

こ
の
シ
ュ
ル
ツ
ェ
に
よ
っ
て
一
七
八
四
年
に
『
カ
ン
ト
教
授
氏
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
の
解
説
（E

rläuterungen
über

des
H
errn

P
rofessor

K
ant

C
ritik

der
reinen

V
ernunft

）』（＝

『
解
説
』）
と
題
す
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
本
（
序

文
に
は
カ
ン
ト
か
ら
の
お
墨
付
き
の
書
簡
が
引
用
さ
れ
て
い
る
）
が
上
梓
さ
れ
、
ひ
ろ
く
読
ま
れ
る
も
の
と
な
り
、
三
版
を
数
え
た
。

な
お
、
こ
の
時
代
の
哲
学
的
活
況
を
伝
え
る
復
刻
版
の
シ
リ
ー
ズ
が
「
カ
ン
ト
の
時
代
（A

etas
K
antiana

）」
と
題
し
て
ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
のC

ulture
et
C
ivilisation

社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
第
二
四
七
巻
（
一
九
六
八
年
）
に
、
こ
の
『
解
説
』
の
ケ
ー

ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
で
出
た
一
七
九
一
年
版
の
リ
プ
リ
ン
ト
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
グ
ー
グ
ル
・
ブ
ッ
ク
ス
（G

oogle
books

）
に
は
、

初
版
を
ふ
く
む
三
つ
の
版
の
画
像
デ
ー
タ
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
最
近
に
な
っ
て
『
解
説
』
の
邦
訳
が
、
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
ル
ツ
『
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
読
む
た
め
に
』（
菅
沢
龍
文
・
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渋
谷
繁
明
・
山
下
和
也
訳
、
梓
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

な
お
、
こ
の
邦
訳
で
は
著
者
名
が
「
シ
ュ
ル
ツ
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
姓
の
綴
り
は
不
安
定
で
、『
解
説
』
初
版
の
扉
で
はSchultz

と
あ
る
も
の
の
、
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
こ
の
書
評
で
はSchultze

あ
る
い
はSchulze

と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
第
二
版
の
扉
で
は
著

者
名
はSchulze
に
変
わ
る
。
本
人
は
手
紙
で
はSchulz

と
署
名
す
る
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
「
シ
ュ
ル
ツ
」
の
ほ
う
が
一
般
的
か

も
し
れ
な
い
が
、
拙
訳
で
は
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
書
き
か
た
を
尊
重
し
て
「
シ
ュ
ル
ツ
ェ
」
と
称
す
る
。

こ
の
『
解
説
』
の
書
評
者
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
（H

erm
ann
A
ndreas

P
istorius,1730

―1798

）

は
、
リ
ュ
ー
ゲ
ン
（
バ
ル
ト
海
に
浮
か
ぶ
ド
イ
ツ
の
島
国
）
の
牧
師
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
著
作
の
ド
イ
ツ
語
訳
者
と
し
て
知
ら
れ
る

ほ
か
、『
一
般
ド
イ
ツ
文
庫
』
や
『
新
一
般
ド
イ
ツ
文
庫
』
な
ど
で
精
力
的
な
書
評
者
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
続
々
と
現
わ

れ
る
哲
学
や
神
学
の
新
刊
本
に
、
三
三
年
に
わ
た
っ
て
千
本
以
上
の
書
評
を
掲
載
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
こ
の
雑
誌
上
で
、
理
論
哲
学
か
ら
実
践
哲
学
に
わ
た
る
カ
ン
ト
の
主
要
著
作
の
ほ
と
ん
ど
に
書
評
を
寄
せ
た
。
カ

ン
ト
そ
の
人
か
ら
も
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、「
真
理
を
愛
す
る
、
鋭
利
な
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
つ
ね
に
尊
敬
に
あ
た
い
す
る
一

批
評
家
」（K

pV
,
A
k.V

8

）
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
、
今
日
で
は
忘
れ
ら
れ
た
が
、
当
時
、
カ
ン
ト
の
批
判

哲
学
に
対
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
批
判
者
の
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
な
お
、
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
紹
介
は
後
述
の
ゲ
ザ
ン
ク
編
著
の
緒

論
に
拠
る
）。

こ
こ
に
邦
訳
し
た
書
評
は
、
カ
ン
ト
の
著
作
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
の
『
解
説
』
に
つ
い
て
の
書
評
で
あ
る
が
、
実
質

的
に
は
カ
ン
ト
哲
学
に
狙
い
を
定
め
た
批
評
で
あ
る
こ
と
は
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

�

邦
訳
は
表
題
裏
の
ペ
ー
ジ
に
提
示
し
た
『
一
般
ド
イ
ツ
文
庫
』（B

d.66,1.Stuck,1786,S.92

―123

）
に
掲
載
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
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ル
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
画
像
デ
ー
タ
は
、
た
と
え
ば
次
の
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
大
学
図
書
館
に
よ
る
「
十
八
世
紀
と

十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
学
術
的
な
批
評
機
関
誌
と
文
芸
雑
誌
の
遡
及
的
な
デ
ジ
タ
ル
化
（R

etrospektive
D
igitalisierung

w
issenschaftlicher

R
ezensionsorgane

und
L
iteraturzeitschriften

des
18.und

19.
Jahrhunderts

aus
dem

deutschen

Sprachraum
）」
と
題
す
る
圧
巻
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http

://w
w
w
.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung

/index.htm

）
か
ら
�
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

新
し
い
活
字
本
と
し
て
は
、
ラ
ン
ダ
ウ
編
の
カ
ン
ト
批
評
集
（A

lbert
L
andau

（H
g.

）,R
ezensionen

zur
K
antischen

P
hilosophie,

B
d.
I.
1781

―87
,A
lbert

L
andau

V
erlag,B

ebra
1991

）
が
便
利
で
あ
る
（
一
巻
で
頓
挫
し
て
い
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
）。

さ
ら
に
最
近
で
は
、
ゲ
ザ
ン
ク
編
の
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
カ
ン
ト
批
評
集
（B

ernw
ard
G
esang

（H
g.

）,K
ants

vergessener
R
ezensent.

D
ie
K
ritik

der
theoretischen

und
praktischen

P
hilosophie

K
ants

in
fünf

frühen
R
ezensionen

von
H
erm

ann
A
ndreas

P
istorius

﹇K
ant-F

orschungen
B
d.18

﹈,F
elix
M
einer

V
erlag,H

am
burg

2007

）
が
出
版
さ
れ
て
、
こ
の
忘
れ
ら
れ
た
書
評
者
の
、
忘
れ

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
洞
察
を
あ
ら
た
め
て
伝
え
て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
誤
植
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
こ
れ
ら
の
活
字
本
を
踏
ま
え
て

訂
正
し
た
。

ま
た
、
サ
ッ
セ
ン
編
訳
に
よ
る
カ
ン
ト
批
評
集
（B

rigitte
Sassen

（H
g.

）,K
ant’s

E
arly

C
ritics.

T
he

E
m
piricist

C
ritique

of

the
T
heoretical

P
hilosophy,C

am
bridge

U
niversity

P
ress,2000

）
に
は
、
こ
の
書
評
の
英
訳
が
抜
粋
で
収
め
ら
れ
て
お
り
、
参

考
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ら
の
新
し
い
刊
本
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
と
お
り
、
同
時
代
の
カ
ン
ト
批
判
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
新
し
く
開
か

れ
つ
つ
あ
る
、
さ
ら
な
る
研
究
の
待
た
れ
る
領
野
で
あ
る
。
当
時
の
人
々
に
よ
る
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
対
す
る
諸
批
判
と
、
そ
れ
に

よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
批
判
哲
学
の
改
築
や
カ
ン
ト
に
よ
る
反
駁
の
試
み
の
全
体
は
、
い
わ
ばG

egenkritik

（
反
批
判
／
駁
論
）
と
で
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シ
ュ
ル
ツ
ェ
著
『
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
解
説
』
書
評
（
上
）



も
称
し
え
よ
う
。
拙
訳
が
本
邦
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
研
究
へ
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

訳
文
中
、【

】
内
の
数
字
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
掲
載
誌
の
お
よ
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
て
い
る
。〔

〕
は
訳
者
に
よ
る
補
足
な
ど
で

あ
る
。
ダ
ッ
シ
ュ
（─

─

）
は
、
原
文
の
ダ
ュ
シ
ュ
（G

edankenstrich

）
の
ほ
か
に
、
邦
訳
の
構
文
を
整
え
る
た
め
に
挿
入
し
た

も
の
が
多
い
。

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
、A

k.

の
略
号
に
つ
づ
け
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
・
頁
数
を
記
し
た
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ
の
『
解

�

説
』
か
ら
の
引
用
に
は
、E

rläuterungen

に
つ
づ
け
て
初
版
（K

onigsberg,bei
C
arl
G
otlob

D
engel,1784

）
の
頁
数
を
記
し
て

あ
る
。

ま
た
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
文
章
は
一
文
の
息
が
長
く
、
段
落
も
切
れ
目
な
く
続
い
て
読
み
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。
邦
訳
で
は
、
原
文
の

段
落
ご
と
に
ゴ
チ
で
訳
者
に
よ
る
小
見
出
し
を
入
れ
た
ほ
か
、
さ
ら
に
段
落
を
区
切
っ
て
読
み
や
す
く
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

な
お
、
本
号
で
は
紙
幅
な
ど
の
都
合
に
よ
り
お
よ
そ
前
半
の
邦
訳
を
掲
載
し
、
解
題
で
は
お
も
に
人
物
紹
介
や
書
誌
的
情
報
な
ど
を

記
し
た
が
、
次
号
で
は
後
半
の
邦
訳
を
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
解
題
で
は
内
容
に
立
ち
入
っ
て
、
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
に
よ
る
カ
ン
ト
批
判

の
意
義
を
解
説
す
る
予
定
で
あ
る
。

【
城
戸

淳
】
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