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空
間
'
時
間
'
運
動

遅
-
と
も
ア
リ
ス
ー
テ
レ
ス
の

『分
析
論
前
書
』
(A
n
a
lytica
posteriora
)
以
来
､
或
る
学
の
モ
デ
ル
が
存
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た

モ
デ
ル
に
と

っ
て
は
理
論
の
合
理
性
と
学
問
性
が
本
質
的
に
そ
の
公
理
主
義
的
構
築
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
諸
定
理

は
､
諸
公
理
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
論
理
的
に
欠
陥
の
な
い
方
法
で
導
か
れ
そ
し
て
そ
れ
に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
の
だ
｡
こ
の

モ
デ
ル
は
､
前
世
紀

〔
19
世
紀
〕
の
終
わ
り
に
､
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
数
学
の
幾
つ
か
の
諸
領
域
に
対
し
て
､
例
え
ば
算
術
と

幾
何
学
に
対
し
て
精
密
に
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
以
来
'
完
全
に
勝
利
を
収
め
る
よ
う
に
な
り
､
自
然
諸
科
学
に
対
し
て
も
､
そ

の
よ
う
な
公
理
主
義
的
体
系
は
､
遅
-
と
も
19
世
紀
に
は
全
て
の
理
論
形
成
の
目
標
と
な

っ
た
｡
例
え
ば

D
･
ヒ
ル
ペ
ル
ー

(H

i-bert)

の

『幾
何
学
の
諸
基
礎
』

(G
rundlagend
er
G
eom
eErie)
に
お
い
て
､
こ
の
著
作
を
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の

『原
論
』
(M
TO
tX
etCt)
と
比

較
す
る
と
き
に
感
嘆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
､
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
極
度
の
厳
密
さ
を
持

っ
て
実
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
今
'

数
学
と
自
然
諸
科
学
は
､
哲
学
に
最
終
的
に
分
か
れ
を
告
げ
､
解
放
さ
れ
て
そ
の
自
立
性
を
獲
得
し
た
よ
う
に
見
え
る
｡
と
し
て
も
､

公
理
主
義
的
体
系
の
構
造
に
お
い
て
ま
さ
に
､
全
て
の
個
別
科
学
の
限
界
が
最
も
明
ら
か
に
現
れ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
は
､
そ
れ
が

原
理
的
に
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
諸
命
題
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
は
､
合
意
さ
れ
て
い
る
と
き
は

別
で
あ
る
が
そ
れ
が
原
理
的
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
諸
概
念
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
全
て
の
演
緯
さ
れ
た

も
の
の
真
理
は
､
こ
れ
ら
の
た
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
-
､
証
明
不
可
能
な
諸
公
理
に
依
存
し
て
い
る
｡
そ
れ
故
に
､
現
代

の
諸
公
理
系
に
よ

っ
て
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
最
大
の
明
断
と
判
明
は
､
最
大
の
疑
念

へ
と
転
倒
す
る
｡
科
学
の
妥
当
は
仮
説
的
で

空
間
'
時
間
､
運
動
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あ
-
､
そ
し
て
､
そ
れ
に
留
ま
る
｡
科
学
は
､
諸
公
理
に
依
存
し
続
け
'
こ
れ
ら
の
諸
公
理
は
､
数
学
に
お
い
て
の
よ
う
に
協
約
的
に

置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
､
自
然
諸
科
学
に
お
い
て
の
よ
う
に
経
験
的
諸
調
査
か
ら
帰
納
的
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

で
あ
る
｡
両
状
況
に
お
い
て
絶
対
的
な
妥
当
は
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
第

一
の
場
合
に
は
'
◆
2-8
●
対
応
す
る
諸
公
理
の
形
式

的
諸
否
定
が
同
様
に
適
切
に
置
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
第
二
の
場
合
に
は
､
正
確
な
測
定
の
問
題
の
根
拠
に
は
､
経
験
的
諸
状
態
'

理
論
的
諸
概
念
の
解
釈
の
問
題
'
隠
れ
た
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
の
万

一
の
存
在
の
問
題
が
あ
-
続
け
る
｡
そ
し
て
'
勿
論
､
帰
納
の
問
題
の

根
拠
に
は
､
絶
え
ず
そ
し
て
原
理
的
に
､
帰
納
さ
れ
た
諸
公
理
が
内
容
的
に
偽
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
-
続
け
る
｡
お
よ
そ
時
間

的
に
不
変
な
目
然
諸
法
則
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
形
式
的
仮
定
も
ま
た
､
そ
れ
が
自
然
科
学
的
研
究
の
可
能
性
の
制
約
を
表
現
す
る

と
し
て
も
､
形
式
論
理
的
に
も
経
験
的
に
も
守
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡

個
別
諸
科
学
の
こ
の
よ
う
な
原
則
的
な
仮
説
に
お
い
て
ま
さ
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
T

V

は
､
個
別
諸
科
学
の
克
服
不
可
能
な
有
限

性
と
こ
の
よ
う
な
有
限
性
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

一
つ
の
認
識
と
し
て
の
哲
学
の
必
然
性
を
見
出
す
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
哲

学
は
､
ま
さ
に
中
心
的
根
本
諸
概
念
と
個
別
諸
科
学
の
諸
公
理
を
保
障
す
る
と
い
う
課
題
を
持

っ
て
お
-
'
-

し
か
も
､
お
よ
そ
自

然
の
法
則
性
の
公
理
よ
り
以
前
の
形
式
的
諸
公
理
も
､
自
然
科
学
の
物
質
的
諸
基
礎
も
そ
う
で
あ
る
｡

2
つ
の
例
を
挙
げ
れ
ば
､
空
間

の
3
次
元
性
あ
る
い
は
相
対
性
原
理
と
い
っ
た
も
の
も
で
あ
る
｡

勿
論
､
こ
こ
で
､
す
ぐ
に
､
堅
牢
な
異
論
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
と
-
わ
け
所
謂

｢
ア
ル
ペ
ル
ー
ー
｣
あ
る
い
は

｢
ミ
ユ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン

ー
リ
レ
ン
マ
｣
(A
lb
e
rt･
o
derM
iinchhausentrilemm
a
)
が
証
明
し
た
よ
う
に
'
個
別
諸
科
学
の
公
理
的
な
や
り
方
に
対
し
て
は

如
何
な
る
肯
定
的
な
も
の
も
存
在
し
な
い
が
故
に
､
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
失
敗
を
宣
告
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
た

め
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
自
然
科
学
の
或
る
諸
原
理
を
仮
説
的
で
な
い
や
-
方
で
際
立
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡
そ
し
て
､
こ
の

こ
と
は
'
そ
れ
ら
に
或
る
非
歴
史
的
な
真
理
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
は
､
不
可
能
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で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
ま
さ
に
最
近
の
諸
研
究
が
示
し
た
よ
う
に
､
お
よ
そ
ま
た
芸
術
と
法
の
よ
う
に
科
学
は
本
質
的
に
歴
史
的
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
芸
術
と
法
に
と

っ
て
は
､
す
で
に
ず

っ
と
以
前
か
ら
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
如
何
な
る
拘
束
的
な
美
学
あ

る
い
は
法
哲
学
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
諸
異
論
が
◆
2-9
◆
私
た
ち
の
時
代
に
正
し
-
広
め
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
､
自
然

の
幾

つ
か
の
根
本
諸
概
念
を
導
出
す
る
と
い
う

ヘ
ー
ゲ
ル
の
具
体
的
な
試
み
へ
と
入
る
前
に
､
そ
れ
ら
を
簡
潔
に
取
り
扱
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
｡

第

一
に
､
ミ
ユ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
ト
リ
レ
ン
マ
が
た
だ
如
何
な
る
最
終
的
根
拠
付
け
も
可
能
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
だ
け
で
は
な
-
､

む
し
ろ
'
全
て
の
認
識
の
最
終
的
基
礎
の
よ
う
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
論
拠
で
す
ら
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
そ
れ
そ
の
も
の
か
ら
結
果
す
る
の
は
､
ま
さ
に
､
そ
れ
が
あ
る
前
提
を
持

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
前
提
は
'
ま
さ
に
､
認
識
が
公
理
主
義
的
に
振
る
舞
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
､
最
終
的
根
拠
付
け
が
可
能
で

な
い
と
い
う
そ
の
主
張
は
､
た
だ
公
理
主
義
的
に
進
む
認
識
進
行
の
み
が
あ
り
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
如
何
な
る
最
終
的
根
拠
付
け
も
な

い
と
い
う
前
提
の
下
で
は
､
如
何
な
る
最
終
的
根
拠
付
け
も
な
い
と
い
う
月
並
み
な
同
語
反
復

へ
と
還
元
さ
れ
る
｡
こ
こ
で
問
題
で
あ

る
問
い
は
'
経
験
的
に
で
な
-
'
論
理
的
に
の
み
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ
か
ら
同
様
に
よ
-
或
る
最
終
的

根
拠
付
け
が
あ
る
こ
と
を
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
結
果
す
る
｡
し
か
し
､
私
た
ち
が
こ
の
こ
と
を
前
提
す
る
と
き
に
､
-

-
リ
レ
ン
マ

(づ
ri-e
m
m
a)
を
真
面
目
に
取
-
上
げ
る
な
ら
ば
､
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
､
-

こ
の
よ
う
な
前
提
は
､

そ
の
固
有
の
前
提
性
格
を
根
絶
す
る
｡
と
い
う
の
は
､
私
た
ち
は
､
私
た
ち
が
そ
の
際
に
真
に
は
い
ま
だ
な
お
全
て
の
も
の
が
或
る
前

提
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
｡
従

っ
て
､
私
た
ち
は
'

一
面
で
は
-
リ
レ
ン
マ
の
主
張
の
否
定

へ
と
移
行
す
る
が
､
し
か

し
他
面
で
は
同
時
に
主
張
に
頼

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
矛
盾
で
あ
ろ
う
か
ら
'
私
た
ち
は
､
も
は
や
､
前
提
の
な
い
認
識
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
確
か
に
可
能
で
は
あ
る
が
､
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
た
だ
可
能
に
す
ぎ
な
い
前
提
で
あ
る
と
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い

137
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か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
最
終
的
根
拠
付
け
は
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
'
私
た
ち
が
さ
し
あ
た
っ
て
仮
に

そ
の
可
能
性
に
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
か
ら
の
み
生
じ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
､
ひ
そ
か
に
､
必
然
性
へ
と
､
そ
こ
か
ら

思
索
的
に
如
何
な
る
後
退
も
も
は
や
な
い
と
こ
ろ
の
点
と
な
る
｡

こ
の
よ
う
な
熟
慮
の
中
心
に
は
､
反
省
の
構
造
､
論
証

l
股
へ
の
或
る
反
省
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
､
そ
し
て
､
少
し
単
純
化
す
れ
ば
､

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
反
省
の
反
省
､
こ
の
よ
う
な
思
惟
の
思
惟
は
､プ
ラ
ー
ン
ー

ア
リ
ス
ー
テ
レ
ス
の
思
惟
の
思
惟
(v
dT]9
qV
O
Tlq
EO
q
)

か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の

｢自
分
自
身
を
思
惟
す
る
理
念
｣
享

と
し
て
の

(
絶
対
的
理
念
)
へ
ま
で
の
､
全
て
の
観
念
論
的
哲
学
の
中
心

◆謝●

-

こ
の
種
の
哲
学
の
高
い
根
拠
要
求
を
私
の
考
え
で
は
納
得
の
い
-
も
の
と
な
す
と
こ
ろ
の
中
心
-

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
構
想
に
お
い
て
､
こ
の
よ
う
な
反
省
の
反
省
は
､
そ
の
体
系
の
第

一
部
で
あ
る
論
理
学
の
頂
点
で
あ
る
｡

こ
の
論
理
学
に
お
い
て
､
全
て
の
個
別
諸
科
学
が
必
要
と
す
る
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
意
す
る
と
こ
ろ
の
普
遍
的
存
在
論
が
展
開
さ
れ
る
｡

し
か
も
､
絶
対
的
理
念
に
前
屈
し
そ
し
て
従
属
し
た
こ
の
よ
う
な
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
規
定
さ
れ
た
否
定
の
方

法
に
よ
っ
て
'
存
在
概
念
の
未
規
走
性
か
ら
出
発
し
､
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
概
念
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
､
こ
れ
ら
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
､
存
在
論
的
㌧

本
質
論
的
-
そ
し
て
概
念
論
的
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
越
え
て
絶
対
的
理
念
に
お
い
て
終
わ
る
展
開
の
最
大

の
具
体
化
を
表
現
し
て
い
る
｡
さ
て
､
実
在
哲
学
の
領
域
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
体
系
の
弁
証
法
的
な
さ
ら
な
る
展
開
は
､

自
然
と
精
神
の
個
別
諸
科
学
の
根
拠
に
あ
る
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
産
出
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
-

こ
れ
が
､
そ
し
て
､
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ

が
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
要
求
で
あ
-
､
軽
率
に
馬
鹿
げ
た
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
と
こ
ろ
の
要
求
で
あ
る
｡
ど
の
程
度
に
ヘ

ー
ゲ
ル
の
実
行
が
こ
の
よ
う
な
要
求
を
個
々
に
満
し
た
か
は
'
勿
論
､
仝
-
別
の
問
い
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳
し
-
確
定
す
る

こ
と
が
､
ま
さ
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
批
判
的
接
続
に
お
け
る
弁
証
法
的
自
然
哲
学
へ
の
寄
与
と
自
認
す
る
こ
の
諸
講
義
の
テ
ー
マ
で
あ

る
｡
そ
の
際
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
個
別
的
な
実
在
哲
学
的
諸
誤
謬
は
､
そ
れ
ら
に
属
す
る
も
の
は
十
分
に
あ
る
の
だ
が
､
た
だ
そ
れ
ら
が
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実
際
に
彼
の
体
系
着
想
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
の
み
そ
の
要
求
と
着
想
を
現
実
に
と
ら
え
る
こ
と

が
注
意
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
全
-
論
理
的
に
次
の
可
能
性
も
あ
る
｡
即
ち
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
着
想
と
そ
の
諸
前
提
の
偽
性
に
基
い

た
こ
の
よ
う
な
諸
欠
陥
か
ら
推
論
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
個
々
の
諸
主
張
が
彼
の
反
対
の
断

言
に
も
か
か
わ
ら
ず
真
に
は
そ
の
根
本
構
想
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
｡

そ
の
よ
う
な
例
え
-

人
間
の
感
官
の
5
数
を

｢概
念
か
ら
｣
根
拠
付
け
る
と
い
う

ヘ
ー
ゲ
ル
の
間
違

っ
た
試
み
-

を
'
私
は
､

私
の
次
の
論
文

｢植
物
と
動
物
｣
(pjlanze

undT
ier
〔同
書
所
収
〕
)
に
お
い
て
さ
ら
に
取
-
上
げ
る
だ
ろ
う

｡
◆2-1
◆こ
こ
で
､
私

は
､
た
だ
､
客
観
的
観
念
論
の
体
系
理
念
が
､
私
に
と

っ
て
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
ミ
ク
ロ
諸
構
造
を
ま
さ
に
そ
の
人
生
の
終
わ
り
ま
で

訂
正
し
､
改
訂
し
､
そ
し
て
､
置
き
換
え
た
と
こ
ろ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の

『哲
学
的
諸
学
の
エ
ン
テ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
お
け
る
そ
の
実

行
と
同

一
で
あ
る
こ
と
の
み
を
確
か
め
た
い
｡

さ
て
､
万

l
､
自
然
科
学
の
幾
つ
か
の
根
本
概
念
を
上
で
暗
示
さ
れ
た
か
の

｢論
理
学
｣
の
基
礎
か
ら
演
緯
す
る
こ
と
に
成
功
す
る

の
な
ら
ば
'
そ
れ
と
共
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
実
際
に
'
も
は
や
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
し
て
即
ち
時
代
不
変
的
で
あ
る
と
こ

ろ
の

l
つ
の
業
績
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は
､
全
て
の
学
の
歴
史
性
が

l
つ
の
ト
ポ
ス
へ
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る

私
た
ち
に
は
疎
遠
さ
を
抱
か
せ
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
経
験
の
み
が
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
そ
し
て
そ
れ
故
に
修
正
に
対
し

て
開
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
こ
ろ
の

一
群
の
個
別
的
問
い
の
隣
に
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
〔
-

〕
こ
の
よ
う
な
概
念
が
新
た
な

経
験
的
諸
成
果
を
根
拠
に
し
て
放
棄
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

享

と
い
う
留
保
な
し
に
､
そ
れ
ら
に
真
理
が
帰
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

と
こ
ろ
の

〔
I

〕
自
然
諸
科
学
の
幾
つ
か
の
根
本
諸
概
念
あ
る
い
は
部
分
諸
理
論
が
あ
る
こ
と
は
､
直
接
に
は
矛
盾
的
す
る
も
の
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
概
念
あ
る
い
は
理
論
の
根
拠
に
あ
る
諸
公
理
を
思
惟
必
然
的
な
も
の
と
し
て
､

自
分
自
身
を
根
拠
付
け
る
概
念
の
自
己
規
定
の
結
果
と
し
て
示
す
こ
と
が
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
な
ら
､
こ
の
こ
と
は
正
確
に
当
て
は
ま

139
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っ
て
い
る
だ
ろ
う
｡
そ
の
よ
う
な
業
績
は
､
自
然
科
学
的
諸
方
法
で
も

っ
て
原
理
的
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
し
か
し
､
そ

140

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
業
績
は
､
或
る
意
味
に
お
い
て
､
た
だ
､
自
然
科
学
が
い
ず
れ
に
せ
よ
今
ま
で
ず

っ
と
努
力
し
て
手
に
入

れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
､
即
ち
､
ま
す
ま
す
多
-
の
諸
現
象
を
､
ま
す
ま
す
少
な
い
そ
れ
自
身
も
は
や
理
論
の
枠
に
お
い
て
導
か
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
諸
公
理
か
ら
説
明
す
る
こ
と
を
の
み
終
わ
り

へ
導
く
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
よ
り
古
い
理
論
に
お
い
て
そ
れ
自
身

諸
公
理
で
あ
る
と
こ
ろ
の
諸
命
題
が
よ
-
新
し
い
理
論
に
お
い
て
よ
-
普
遍
的
な
そ
し
て
そ
の
結
果
よ
-
少
な
い
数
に
お
い
て
あ
る
諸

公
理
か
ら
説
明
さ
れ
､
そ
し
て
､
そ
れ
だ
け
そ
れ
ら
の
前
提
性
格
を
失
う
こ
と
は
､
自
然
科
学
の
歴
史
に
お
け
る
歩
み
に
対
す
る
重
要

な
基
準
で
あ
る

.
●犯
●
(こ
の
意
味
に
お
い
て
､
例
え
ば
､
ニ
ュ
ー
ー
ン
の
重
力
理
論
は
､
ケ
プ
ラ
ー
の
惑
星
運
動
の
諸
法
則
に
対
し

て
､
実
際
に
偉
大
な
歩
み
で
あ
る
｡
絶
え
ず

ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
れ
に
対
し
て
反
論
す
る
と
し
て
も
(H
e
g
e
l
L970
f.9.肋
270A
n
m
erkun
g
‥

9.86
ff
.)｡
)
勿
論
､
諸
公
理
は
､
た
だ
よ
り
少
な
く
な
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
｡
諸
公
理
は
､
完
全
に
は
､
数
学
に
お
い
て

そ
し
て
自
然
科
学
に
お
い
て
消
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
の
根
本
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
純
粋
に
概
念
的
な
浸
透
に
､
経
験
に
先
立

っ

て
秩
序
付
け
ら
れ
た
浸
透
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
最
も
良
-
果
た
し
た
か
の
理
論
､
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
特
殊
相
対
性
理
論

に
お
い
て
で
さ
え
､
お
よ
そ
､
相
対
性
原
理
'
そ
し
て
､
光
速
度
の
不
変
性
は
､
公
理
主
義
的
な
事
実
性

(F
a
k
tizitat)
の
欠
陥
を

持

っ
て
い
る
｡
も

っ
と
も
'
ど
の
点
に
お
い
て
特
殊
相
対
性
理
論
が
哲
学
に
よ

っ
て
こ
の
よ
う
な
欠
陥
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
か
は
t

D
･
ヴ

ァ
ン
ー
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー

(H
errnP
rof.D
r.D
.W
a
n
d
s
c
h
n
e
ider)
の
論
文

｢
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
哲
学
に
お
け
る

(
物
質
)
と

(
光
)
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
｣
(D
ie
K
a
teg
o
ri
en.M
a
terie
.
an
d
.L

icht.
in
d
er
N
a
tu
rp
h
ilosop
h
ie
H
eg
e
l.T

〔同
書
所
収
〕
)

の
対
象
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
､
少
な
-
と
も
､
科
学
に
お
い
て
日
常
経
験
に
対
抗
し
て
始
ま
る
と
こ
ろ
の
事
実
性
の
か
の
止
揚

を
概
念
的
思
惟
に
お
い
て
完
成
し
､
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
試
み
と
ま

っ
た
-
超
時
間
的
な
真
理
要
求
を
結
合
す
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と

が
哲
学
の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
保
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
｡



こ
の
際
に
､
勿
論
'
批
判
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
受
け
継
ご
う
と
す
る
哲
学
は
､
そ
れ
が
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
た

だ
根
本
諸
構
造
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
覚
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
哲
学
は
､
そ
の
実
在
哲
学
に
お
い
て
概
念
の
遂
行

を
し
ば
し
ば
か
な
-
酷
使
し
最
も
偶
然
的
な
も
の
の
中
に
よ
-
深
い
意
味
を
読
み
取
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
誤
-
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
八㌔

●
2-3
●と
し
て
も
､
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の

｢論
理
学
｣
に
よ
っ
て
､
自
然
と
精
神
に
お
い
て
偶
然
の
事
柄
が
あ
る
こ
と
が
把
握

さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う

.㌔

偶
然
は
､
明
確
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
概
念
に
属
し
て
い
る

(H
e
g
e
J
L9
7
0
f.9.S
248
m
it
A
n
m
erk
ung
‥
9.

2

7ff
:
∽
250
m
it
A
n
m
erk
ung
‥
9
.3
4
f)
｡
｢全
て
の
諸
現
象
に
取
-
組
も
う
と
す
る
こ
と
が
自
然
哲
学
の
道
の
誤
-
で
あ
る
｣

(H
e
g
e
t
L9
70
f.9
.
抑
270
Z
u
satz
‥
9.)06
)
o
こ
の
よ
う
な
偶
然
と
必
然
の
間
の
稜
線
の
渡
-
に
お
い
て
､
自
炊
諒
口
学
の
冒
険
が
あ

り
､
そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
特
徴
付
け
て
い
る
｡
｢概
念
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
､
そ
し
て
､
概
念
も
ま
た
､
ひ

ょ
っ
と
し
た
ら
､
ま
だ
自
然
の

(
豊
か
な
多
様
性
)
を
､
言
わ
れ
る
よ
う
に
､
克
服
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
れ
故
に
､
多
-

の
特
殊
な
も
の
が
ま
だ
説
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
､
概
念
を
信
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
は
､

一
般
に
､
末
規
定
な
要
求

で
あ
り
､
そ
し
て
､
こ
の
要
求
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
概
念
に
損
害
を
与
え
ず
､
-

概
念
は
'
-

そ
れ
だ
け
で
妥
当
し
て
お

-
､
個
別
的
な
も
の
は
､
そ
の
際
に
､
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
｣
亘
｡

1

本
論
文
の
テ
ー
マ
は
､
空
間
､
時
間
'
運
動
で
あ
り
､
-

こ
れ
は
､
所
謂
ベ
ル
リ
ン
エ
ン
テ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
'
『
エ
ン
チ

エ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
第
三
版
に
お
い
て
'
｢自
然
哲
学
｣
の
第

一
部
で
あ
る

｢力
学
｣
の
第

一
章
の
対
象
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
秩

序
付
け
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が
エ
ン
チ
エ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
の

｢自
然
哲
学
｣
に
お
い
て
も
-
ろ
ん
だ
と
こ
ろ
の
最
も
重
要
な
諸
変
化
の

一
つ

で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
所
謂
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
エ
ン
テ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
､
『
エ
ン
チ
エ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
第

一
版
に
お
い
て
は
､

こ
れ
ら
の
3
つ
の
諸
規
定
は
､
全
体
の
第

l
部
を
な
し
て
お
り
､
こ
れ
は
第

一
版
で
は

｢数
学
｣
と
題
さ
れ
､
こ
れ
に
対
し
て
､
｢力

1

空
間
､
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学
｣
は

｢物
理
学
｣
の
第

一
章
を
形
成
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
変
化
は
如
何
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
ち
な
み
に
､
こ
の

142

変
化
は
､

1
8
1
9
/
2
0
年
の
自
然
哲
学
講
義
に
お
い
て
す
で
に
始
ま

っ
て
い
る
ラ

.0

一
面
に
お
い
て
'
こ
の
変
化
は
､
首
尾

一
貫
し
て
お
-
そ
し
て
正
し
い
｡
と
い
う
の
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が
取
り
扱
う
と
こ
ろ
の
空
間
は
､

如
何
な
る
数
学
的
構
成
物
で
も
な
-

'
●視
●実
在
的
な
物
理
学
的
空
間
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
.
い
ず
れ
に
せ
よ
､
時
間
と

運
動
は
､
物
理
学
的
そ
し
て
非
数
学
的
諸
規
定
で
あ
ろ
う
｡
他
面
に
お
い
て
は
､
こ
の
変
化
は
､
へ
I
ゲ
ル
の
体
系
の
或
る
未
解
決
な

問
題
の
徴
候
で
あ
り
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
は
､
そ
れ
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
以
上
に
抑
圧
す
る
｡
こ
の
問
題
は
､
私
に
は
､
体

系
理
論
的
諸
根
拠
か
ら
重
要
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
ま
だ
生
じ
て
い
な
か

っ
た
も
の
で
も
あ
る
か
ら
､
個
々
に
空

間
概
念
を
取
り
上
げ
る
前
に
､
そ
れ
を
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
し
た
い
｡

そ
の
際
に
､
哲
学
の
､
数
学
と
い
う
個
別
科
学

へ
の
関
係
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
数
学
は
､
ベ
ル
リ
ン
エ
ン
テ
ユ

ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
に
お
け
る
挙
げ
ら
れ
た
改
造
に
よ

っ
て
､
エ
ン
チ
エ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
が
そ
の
根
本
諸
概
念
に
取
り
組
ま
な
い
と
こ
ろ
の

唯

一
の
学
と
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
物
理
学
､
化
学
､
生
物
学
､
心
理
学
､
法
学
､
社
会
学
､
歴
史
学
､
芸
術
学
､
そ
し
て
､
宗
教
学
､

-

こ
れ
ら
の
全
て
の
諸
学
の
根
本
諸
概
念
は
､
エ
ン
チ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
の
体
系
に
お
い
て
取
-
扱
わ
れ
て
い
る
｡
た
だ
､
数
学
の

み
が
欠
け
て
い
る
｡
数
学
が
自
然
哲
学
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
は
､

一
面
に
お
い
て
納
得
の
ゆ
-
と
し
て
も

ー

と
い
う
の
は
､

数
学
的
諸
実
在
は
観
念
的
本
性
を
持

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
-

他
面
で
は
､
そ
れ
な
ら

一
体
ど
こ
に
数
学
は
属
し
て
い
る
の
か
と
い

う
問
い
が
執
掬
に
思
い
浮
か
ぶ
｡
｢論
理
学
｣
に
お
い
て
と

い
う
の
は
確
か
に
難
し
い
だ
ろ
う
｡
と
い
う
の
は
､
数
学
の
論
理
学
は
､

非
-
弁
証
法
的
思
惟
の
典
型
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
諸
基
礎
が
量
の
章
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
と

い
う
把
握
で
も

っ
て

は
､
論
理
学
の
或
る
章
に
或
る
個
別
科
学
全
体
が
つ
な
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
こ
れ
は
'
そ
の
他
で
は
当
て
は
ま

っ
て
い

な
い
-

従

っ
て
､
ほ
と
ん
ど
満
足
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
特
異
性
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
で
あ
る
限
り
､
こ
の
把
握
は
不
満
足
で
あ
ろ
う
｡



し
か
し
'
ま
た
､
プ
ラ
ト
ン
土
義
に
お
い
て
は
､数
学

(M
a
t
hem
a(ika)
が
諸
理
念
の
領
域
と
可
感
的
な
も
の
ど
も

(seコSib
i-ia)

の
間
を
媒
介
す
る
が
､
こ
の
問
題
の
解
決
も
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
的
体
系
は
､

例
え
ば
新
プ
ラ
ー
ン
主
義
者
の
そ
れ
と
反
対
に
､
弁
証
法
的
に
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
､
線
状
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

～

理
念
は
､
精
神
に
お
い
て
自
身

へ
と
還
帰
す
る
た
め
に
､
さ
し
あ
た

っ
て
､
そ
の
他
者
'
自
然

へ
と
自
身
を
外
化
す
る
｡
こ
れ
に

対
し
て
､
新
プ
ラ
ー
ン
主
義
的
流
山
表
象
に
お
い
て
は
､

一
首
が
精
神
と
魂
と
い
う
2
つ
の
領
域
を
越
え
て
自
然

へ
と
流
出
す
る
｡
し

か
し
､
こ
こ
で
､

ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
は
､

◆2
+数
学

(M
a
t
hem
atik
a
)
に
理
念
と
自
然
の
間
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
言
｡

数
学
を
精
神
哲
学
に
お
い
て
取
り
扱
う
と
い
う
提
案
は
､
却
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
と
い
う
の
は
'
数
学
的
思
惟
の
現
象
が
自

然
科
学
的
研
究
の
そ
れ
と
同
様
に
精
神
哲
学
の
中
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
､
〔そ
れ
は
､
〕
そ
れ
を
た
だ
月
並
み
な
心

理
学
主
義
の
み
が
こ
の
よ
う
な
思
惟
そ
の
も
の
と
同

7
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
､
こ
の
よ
う
な
思
惟
の
諸
客
観
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
｡
そ
の
際
に
､
こ
の
心
理
学
主
義
は
､
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
で
､
科
学
と
し
て
の
数
学
の
客
観
性
そ
し
て
自
然
の
数
学
化
可

能
性
を
断
じ
て
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
ス
ケ
ッ
チ
し
た
と
こ
ろ
の
問
題
に
対
し
て
､
私
は
如
何
な
る
解
決
も
知
ら
な
い
垂

.
し
か
し
､
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
､
｢自
然

哲
学
｣
に
お
い
て
､
た
だ

一
つ
の
箇
所
に
お
い
て
の
み
､
明
確
に
数
学
の
哲
学
が
論
理
学
に
属
す
る
か
あ
る
い
は
実
在
哲
学
に
属
す
る

か
に
つ
い
て
そ
の
不
明
断
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
-

㍗
.

股
に
数
学
の
哲
学
が
あ
る
か
ど
う
か
と

い
う
よ
-
普
遍
的
問
題
で
さ

え
如
何
な
る
満
足
な
あ
り
方
に
お
い
て
も
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
理
由
に
お
い
て
も
､
そ
れ
を
指
摘
し
た
い
｡
-
2
5
9

の
注
釈

(HegetL970
f.9
.52
f)
に
お
い
て
は
､
｢普
通
の
数
学
的
学
が
悟
性
の
方
法
に
応
じ
て
前
提
さ
れ
た
諸
規
定
か
ら
演
緯
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
を
諸
概
念
か
ら
認
識
す
る
で
あ
ろ
う
哲
学
的
数
学
の
思
想
が
把
握
さ
れ
よ
う
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
数
学
が
完
全
な
あ
-
方
で

一
つ
の
悟
性
の
学
で
あ
-
､
そ
の
結
果

'
◆2-6
◆そ
れ
に
こ
の
よ
う
な
長
所
が
保
持
さ

空
間
､
時
間
､
運
動
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れ
そ
し
て
そ
れ
に
疎
遠
な
弁
証
法
的
概
念
で
も

っ
て
煩
わ
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
続
け
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
に
お
い
て
直
接
に
､
他
の

144

個
別
諸
科
学
の
取
-
扱

い
に
類
似
し
た
数
学
の
哲
学
的
実
行
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
が
､
し
か
し
再
び
に
で
あ
る
｡
｢そ
の
際
に
､

概
念
が
､
指
導
的
悟
性
諸
原
理
に
つ
い
て
も
､
算
術
的
諸
操
作

n
J
に
お
け
る
そ
し
て
ま
た
幾
何
学

(ほ
)
の
諸
命
題
に
お
け
る
秩
序
と
そ

の
必
然
性
に
つ
い
て
も
よ
-
規
定
さ
れ
た
意
識
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
､
絶
え
ず
未
解
決
に
留
ま

っ
て
い
る
｣
｡
注
釈
の
最
後
に
､
ヘ

ー
ゲ
ル
は
､
勿
論
､
｢数
学
の
真
に
哲
学
的
な
学
は
｣
､
｢限
度

(M
a
P
e
)
の
学
｣
(9
.54
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書

い
て
い
る
｡

-

そ
れ
と
共
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
通
常
数
学
の
哲
学
の
下
で
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
'
彼
の
最
も
高

い
困

難
な
試
み
を
､
た
だ
､
自
然
科
学
の
根
本
諸
概
念
と
諸
原
理
の
み
で
は
な
-
､
個
別
的
諸
法
則
に
お
け
る
量
的
な
諸
規
定
も
ま
た
演
緯

す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る

(㌣
U
従

っ
て
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
明
白
に
実
在
哲
学
的
な
問
題
を
考
え
て
い
る
｡
そ
れ
故

に
､
数
学
の
哲
学
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
発
言
が
奇
妙
に
不
正
確
で
あ
る
と
以
外
に
は
何
も
判
断
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
数
学
の

哲
学
が
あ
る
べ
き
か
ど
う
か
､
そ
し
て
､
体
系
に
お
け
る
そ
の
場
所
が
ど
こ
で
あ
る
べ
き
か
は
'
読
者
に
と

っ
て
､
-
2
5
9
の
読
み

に
応
じ
て
は
以
前
よ
り
少
し
も
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い

′114一｡

◆
2-7
◆
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
お
け
る
哲
学
と
数
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
準
備
の
後
に
､
私
た
ち
は
､
｢自
然
哲
学
｣
の
第

一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
は
な
ん
で
あ
り
う
る
か
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
に
従

っ
て
'
こ
の
問
い
に
解
答
す
る
際
に
'

方
法
的
に
､
さ
し
あ
た

っ
て
概
念
の
自
己
規
定
に
よ

っ
て
生
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
述
べ
､
そ
し
て
､
次
に
学
に
お
け

る
ど
の
慣
例
的
表
現
が
こ
の
よ
う
な
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
か
を
問
う
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.㌔

｢論
理
学
｣
の
最
後
に
､
絶
対
的
理
念
は
､
そ
の
他
者
に
自
身
を
外
化
し
た
が

(H
e
g
e
l
t9
70
f.615
7
2
f)
､
し
か
し
､
同
時
に
'
そ

の
始
元
に
､
存
在
の
最
初
の
そ
し
て
抽
象
的
な
規
定
に
還
帰
し
た

(H
e
g
e
l
L970
f.8
.肋244
Zusatz
:
8.39
3
)
｡
従

っ
て
､
自
然
の

第

一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
諸
契
機
と
し
て
'
次
の
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡



㈱
自
身
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
主
観
性
と
'
観
念
性
､
即
ち
､
観
念
性
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
全
て
の
諸
契
機
の

一
貫
し
た
連

関
の
全
否
定
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
'
完
全
な
自
己
外
存
在
で
あ
る

｡
●澗
●

㈲

｢論
理
学
｣
の
始
元
の
意
味
に
お
け
る
存
在
｡
こ
れ
は
'
没
関
係
性
そ
し
て
没
媒
介
性
､
没
差
別
的
同
等
性
､
特
殊
化
さ
れ
て
い

な
い
普
遍
性
を
意
味
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
両
契
機
が
ま
さ
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
'
空
間
を
形
成
し
て
い
る
-

｢そ
の
自
己

外
存
在
の
抽
象
的
な
普
遍
性
､
-

そ
の
没
媒
介
的
無
関
心
性
､
空
間
｣
(H
e
g
e
l
t970f.9
.肋
2
54
:
9
.4
1
)
｡
そ
の
自
己
外
存
在
か
ら
､

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
相
互
並
在
の
契
機
を
結
論
し
､
そ
の
抽
象
的
な
普
遍
性
か
ら
､
そ
の
連
続
性
を
結
論
す
る
｡
カ
ン
ー
に
反
し
て
､
ヘ
ー

ゲ
ル
は
'
空
間
を

(時
間
も
ま
た
)､
私
た
ち
の
直
観
に
よ

っ
て
で
は
な
-
､
絶
対
的
理
念
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
或
る
客

観
的
な
も
の
と
見
な
す

垂
｡

勿
論
､

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
空
間
が
単
な
る
抽
象
の
意
味
に
お
け
る
単
な
る
形
式
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
､
カ
ン
ー
に
同
意
し
て
い

る
｡
へ
I
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
或
る
物
体
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
た
空
間
に
は
､
絶
対
的
空
間
よ
り
高

い
存
在
度
が
生
じ
る

(H
e
g
e
l
t970

f.9
.肋
2
54
Zus∴
9
.4
3
)
｡
お
よ
そ
､
絶
対
空
間
と
い
う

ニ
ュ
ー
-
ン
の
構
想

へ
の
へ
I
ゲ
ル
の
批
判
が
さ
ら
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
さ
ら
に
､
空
間
は
'
量
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
､
質
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
空

間
は
､
｢純
量
で
あ
り
'
も
は
や
'
た
だ
論
理
的
規
定
と
し
て
の
量
で
な
-
､
直
接
的
に
そ
し
て
外
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て

の
量
で
あ
る
｣
(H
e
g
e
l
t9
7
0f.9.肋2
54
A
n
m
erk
ung.

9

.
4
2
)
｡

さ
て
､
こ
こ
に
､

一
つ
の
問
題
が
あ
る
｡
こ
れ
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
を
確
か
に
見
出
し
そ
し
て
解
決
す
る
こ
と
を
試
み
る
が
'
し

か
し
'
私
の
考
え
で
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
決
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
問
題
で
あ
る
｡
問
題
を
少
し
よ
-
わ
か

り
や
す
く
す
る
た
め
に
､
私
は
少
々
さ
か
の
ぼ
っ
て
く
わ
し
く
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

現
象
学
的
に
そ
の
諸
学
を
研
究
す
る
た
め
に
は
実
在
哲
学
の
個
別
的
な
諸
規
定
を
取
-
上
げ
る
の
で
は
十
分
で
な
い
こ
と
が
､
へ

-

空
間
'
時
間
､
運
動
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ゲ
ル
の
観
念
論
的
体
系
着
想
か
ら
不
可
避
に
生
じ
る
｡
伝
統
の
幾
人
か
の
思
想
家
に
よ

っ
て
､
例
え
ば
ア
リ
ス
ー
テ
レ
ス
あ
る
い
は
ト

マ
ス

･
ア
キ
ナ
ス
に
よ

っ
て
遵
守
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
の
高

い
根
拠
付
け
要
求
を
充
足
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
｡
◆
2-9
◆
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
は
'
む
し
ろ
､
な
ぜ
特
定
の
性
質
が
実
在
哲
学
の
特
定
の
実
在
に
帰
属
す
る
か
を

｢論
理
学
｣
に

よ
っ
て
根
拠
付
け
る
こ
と
が
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
こ
の
こ
と
は
､
論
理
的
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
実
在
哲
学
的
諸
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
順
序
に
お
け
る
ま
た
い
つ
も
の
よ
う
で
あ
る
対
応
が
､
-

そ
れ
が
決
し
て
首
尾

一
貫
し
て
実
行
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
､

ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
ど
う
し
て
も
見
出
さ
れ
る
べ
き
要
求
で
あ
る
と
き
に
の
み
可
能
で
あ
る

｢け
一.
例
え
ば
'
空
間
､
時
間
､
運
動
そ

し
て
物
質
を
､
存
在
､
無
､
成
そ
し
て
現
存
在
に
平
行
さ
せ
る
こ
と
は
､
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
が
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､

一
面
に
お
い
て
'

た
し
か
に
､
空
間
を
存
在
と

(H
e
g
e
l
t9
7
0f.8
.抑
2
44
Zusatz
‥
8
.3
9
3
)､
そ
し
て
､
運
動
と
物
質
を
成
と
硯
存
在
と

(Heget
L970

i.9
1S
2
6
)
:

9.56)比
較
す
る
o
L
か
し
､
他
面
に
お
い
て
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
ま
た
､
時
間
を
､
｢直
観
さ
れ
た
成
｣
(H
e
g
e
l
t970f.

9
.抑
2
58
:
9
.4
8
)
と
呼
ん
で
お
-
､
そ
れ
と
共
に
､
さ
ら
な
る
発
展
に
お
い
て
い
ず
れ
に
せ
よ
た
だ
な
お
そ
の
時
々
に
の
み
顧
慮
さ

れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
対
応
は
破
ら
れ
る
｡
私
は

(
思
わ
れ
る
)
と
言

っ
た
｡
こ
れ
は
､
こ
の
よ
う
な

ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
在
哲
学
構
想
に

対
し
て
構
成
さ
れ
た
問
題
の
た
め
の
包
括
的
研
究
は
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
な
お
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
こ
で
今

テ
ー
マ
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
さ
ら
な
る
展
開
に
関
係
す
る
と
し
て
も
､
実
在
哲
学
の
根
本
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
損
得
と
い

う

ヘ
ー
ゲ
ル
の
要
求
に
固
執
す
る
な
ら
ば
､
論
理
学
と
実
在
哲
学
の
対
応

へ
の
要
求
は
回
避
で
き
な
い
｡
そ
し
て
'
そ
れ
と
共
に
'
次

の
上
で
暗
示
さ
れ
た
問
題
が
立
て
ら
れ
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
の

｢論
理
学
｣
に
お
い
て
質
が
量
に
先
行
し
て
い
る
の
に
'

一
体
な
ぜ
､
空
間

が
量
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
､
質
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
｡
そ
れ

へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
答
え
は
､
｢そ
の
規
定
は
論
理

的
存
在
の
よ
う
に
抽
象
的
に
第

一
の
も
の
そ
し
て
直
接
的
な
も
の
で
な
-
､
本
質
的
に
す
で
に
自
身
に
お
い
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
､
外

的
存
在
と
し
て
他
在
で
あ
る
の
だ
か
ら
｣
(H
e
g
e
l
L970f.9
.肋
2
54
A
n
m
erku
n
g
‥
9
.4
2
)
'
自
然
は
最
初
の
論
理
的
領
域
と
し
て
の
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質
的
な
も
の
で
も

っ
て
始
ま
る
の
で
は
な
い
､
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
今
'
こ
の
答
え
は
､
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
お
そ
ら
-

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
も

2
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
｡
◆
制
◆

第

一
に
､
い
や
そ
れ
ば
か
-
か
､
空
間
は
'
存
在
と
平
行
さ
れ
る
｡
存
在
は
､
質
と
い
う
よ
-
具
体
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
実
在
哲
学

に
お
い
て
対
応
を
持

っ
て
い
る
た
め
に
は
抽
象
的
す
ぎ
る
と
き
に
､
な
お
さ
ら
飛
び
越
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

第
二
に
､
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
実
在
哲
学
に
お
い
て
テ
ー
マ
で
は
な
い
こ
と
は
真
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
出
現
す
る
L
t
し
か
も
､
ま

さ
に

｢力
学
｣
に
す
ぐ
続
-
と
こ
ろ
の
か
の
部
に
お
い
て
､
-

｢物
理
学
｣
に
お
い
て
で
あ
る
｡
物
理
学
の
対
象
は
､
｢質
化
さ
れ
た

物
質
｣
(H
e
g
e
l
t9
70
f
.
9
.
S

27)
:9
一)07)
で
あ
り
､
そ
し
て
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
明
確
に
'
質
的
な
も
の
の
地
平
に
到
達
す
る
こ
と
は

｢力
学
の
物
理
学

へ
の
移
行
｣
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る

(H
e
g
el
t9
7
0f.9.∽
2

7)
;
9.)08
:
vgt.auch
肋
2
5
2
Z

u
satz
:
9,3
9
)｡
こ

こ
は
或
る
解
決
を
行
う
場
所
で
は
な
い
と
し
て
も
､
私
は
､
こ
の
よ
う
な
首
尾

云
貝
の
な
さ
を
示
唆
し
た
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'

そ
れ
が
私
の
考
え
で
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
は
ず
か
を
暗
示
し
た
い
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
｢論
理
学
｣
に
お
け
る
順
序
'
質
1
量
で
も

っ

て
､
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
カ
ン
ー
ま
で
の
全
伝
統
に
対
抗
し
ょ
う
と
し
た
の
だ
が

(ほ
)､
こ
れ
が
再
び
転
倒
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か

ど
う
か
が
よ
く
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

勿
論
'
実
在
哲
学
的
順
序
は
､
場
合
に
よ
っ
て
は
起
こ
-
う
る
こ
の
よ
う
な
転
倒
を
熟
考
す
る
心
理
学
的
モ
チ
ー
フ
に
す
ぎ
な
い
か

も
し
れ
な
い
｡
決
定
的
諸
論
拠
は
そ
れ
自
身
た
だ
論
理
的
本
性
の
み
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
｡

私
た
ち
は
､
空
間
が
存
在
に
対
応
し
て
い
る
と
言

っ
た
｡
し
か
し
､
何
が
空
間
を
存
在
か
ら
区
別
し
て
い
る
の
か
｡
と
い
う
の
は
'

実
在
哲
学
が
論
理
学
の
単
な
る
繰
り
返
し
で
あ
る
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
､
や
は
り
､
或
る
区
別
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

私
た
ち
は
'
す
で
に
'
絶
対
的
理
念
の
内
面
性
の
否
定
の
相
に
言
及
し
た
｡
し
か
し
､
規
定
さ
れ
た
否
定
と
し
て
の
否
定

(19
)
は
'
そ

れ
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
前
提
す
る
｡
見
た
よ
う
に
､
空
間
は
､
◆
2-1
◆
絶
対
的
理
念
の
存
在

へ
の
還
帰
で
あ
る
｡
し
か
し
'
還

空
間
'
時
間
'
連
動
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帰
と
し
て
'
空
間
は
､
絶
対
的
理
念
を
通
り
抜
け
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
そ
れ
故
に
､
空
間
が
絶
対
的
理
念
を
最
も
抽
象
的
な
外
面
性
に

お
い
て
実
在
化
す
る
と
し
て
も
､
絶
対
的
理
念
の
伝
統
的
具
体
化
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
空
間
の
概
念
に
属
し
て
い
る
｡
従

っ
て
､

空
間
は
､
た
だ
､
差
別
さ
れ
て
い
な
い
相
互
外
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
｡
空
間
は
､
｢
そ
れ
自
身
に
即
し
た
概
念
と
し
て
､

一
般
に

概
念
の
諸
区
別
を
そ
れ
に
お
い
て
持

っ
て
い
る
｣
(H
e
gett97
0

f.9
.肋
2
5
5
;
9
.4
4
)
-

ヘ
ー
ゲ
ル
が
3
つ
の
次
元
に
お
い
て
認
識

す
る
と
こ
ろ
の
諸
区
別
で
あ
る
｡
さ
て
'
こ
の
よ
う
な
乏
し
い
示
唆
の
た
め
に
､
§
2
5
6
に
､
D
･
ヴ
ア
ン
ー
シ
ユ
ナ
イ
ダ

ー
(空

が
簡
単
に
む
し
ろ
精
神
現
象
学
的
弁
証
法
の
意
味
に
お
い
て
補
完
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
こ
ろ
の
よ
り
具
体
的
な
論
証
が
行
わ
れ
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
さ
し
あ
た
っ
て
､
点
か
ら
出
発
す
る
-

こ
れ
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､

一
面
に
お
い
て

｢空
間
の
し
か
も
そ
れ

に
お
い
て
定
立
さ
れ
た
否
定
｣
(H
e
g
e
t
t9
70
f.9
.抑
254A
n
m
erkung
‥
9
.4
2
)
で
あ
り

.㍉

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
他

面
に
お
い
て
は
､
空
間
へ
と
関
係
付
け
戻
さ
れ
る
に
留
ま
る
と
こ
ろ
の
概
念
で
あ
る
｡
｢し
か
し
､
否
定
は
空
間
の
否
定
で
あ
る
｡
即

ち
､
否
定
は
そ
れ
自
身
空
間
的
で
あ
る
｣
(H
e
g
e
l
19
70
f.9
,抑
2
56
:
9
.44
)｡
ヴ
ア
ン
ー
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー
は
'
こ
の
よ
う
な
簡
潔
な
ヘ

ー
ゲ
ル
の
発
言
を
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
る
｡
こ
の
こ
と
は
さ
も
な
け
れ
ば
無
限
進
行
あ
る
い
は
循
環
を
結
果
す
る
の
だ
か
ら
'
相
互

外
と
し
て
の
空
間
は
､
必
然
的
に
'
そ
れ
自
身
相
互
外
あ
る
い
は
多
数
性
で
な
い
と
こ
ろ
の
或
る
も
の
の
相
互
外
で
あ
る
｡
し
か
し
､

限
界

垂
と
し
て
空
間
に
お
け
る
同

一
化
と
局
所
化
を
初
め
て
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
も
の
は
､
点
で
あ
る
｡
同

1
化
と
局
所
化
は
､

T

般
に
或
る
相
互
外
を
確
定
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
｡
｢
こ
れ
と
共
に
､
点
と
空
間
は
､
そ
の
反
対
に
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
互
に

孤
立
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
本
質
的
に
相
互
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
諸
規
定
と
し
て
示
さ
れ
る
｣
(W
a
n
d
s
chneider.o
p
.

cit1.45
)｡
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
ま
さ
に
点
の
空
間
へ
の
こ
の
よ
う
な
被
関
係
性
に
お
い
て
､
空
間
が
少
な
-
と
も
部
分
的
に
相
互

外
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
形
成
物
へ
と
概
念
的
に
移
行
す
る
こ
と
の
た
め
の
根
拠
が
あ
る
｡
こ
れ
が
､
◆
2-2
●
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
｢線
'

点
の
第

l
の
他
在
即
ち
空
間
的
存
在
｣
(H
e
g
e
l
t970
f.9
.抑
2
56
:
9
.44
)
で
あ
る
｡
よ
り
に
よ
っ
て
な
ぜ
線
な
の
か
｡
点
は
'
こ
の
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よ
う
な
形
成
物
の
原
理
そ
し
て
限
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
'
点
は
t

o
次
元
的
で
あ
る
の
だ
か
ら
､
点
か
ら
生
成
さ
れ
た

も
の
は
､

-
次
元
的
形
成
物
で
あ
る
こ
と
が
で
き
､
そ
し
て
､
こ
れ
は
､
ま
さ
に
､
線
､
点
の
第

一
の
否
定
で
あ
る
｡
し
か
し
､
線
の

も
と
で
'
留
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
否
定
は
､
否
定
の
否
定

へ
と
､
面

へ
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
故
に
､
面
が
､
か
の

始
め
か
ら
問
題
に
な

っ
て
い
る
全
体
の
相
互
外
の
､
空
間
の
原
理
で
あ
り
､
空
間
は
､
そ
れ
故
に
､

3
次
元
的
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

垂
｡
勿
論
､
こ
こ
で
､
次
の
間
い
が
執
掬
に
思
い
浮
か
ぶ
.
な
ぜ
点
と
線
の
次
の
第
三
の
規
定
と
し
て
の
面
が
よ
り
詳
し
-
規
定
さ

れ
る
べ
き
空
間
で
あ
る
の
か
｡
な
ぜ
､
否
定
の
否
定
が
､
他
の
諸
ト
リ
ア
-
デ
に
お
い
て
の
よ
う
に
す
で
に
展
開
の
終
わ
り
で
あ
る
の

で
は
な
-
､
た
だ
､
最
終
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
最
後
の
原
理
に
す
ぎ
な
い
の
か
｡
真
に
は
､
ま
さ
に
､
点
-
線
-
面
-
空
間
と
共
に
テ
ー

ラ
ス
が
問
題
で
あ
り
'
そ
し
て
､
諸
規
定
の
ー
リ
ア
ス
が
問
題
な
の
で
は
な

い

垂
.
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
問
い
は
､
私

に
は
､

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ

っ
て
も
ヴ
ァ
ン
ー
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー
に
よ

っ
て
も
立
て
ら
れ
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ

へ
の

一
つ

の
答
え
は
､
私
の
考
え
で
は
'
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
点
は
本
来
的
に
第

l
の
規
定
で
は
な
い
の
だ
か
ら
､
点
の

否
定
の
否
定
と
し
て
の
面
は
､
そ
れ
自
身
､
す
で
に
は
終
結
で
は
な

い
｡
ま
さ
に
､
点
は
､
(他
の
諸
ー
リ
ア
-
デ
に
お
い
て
始
元
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
全
-
固
有
な
存
在
権
利
を
持

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
)
◆
2-3
◆
そ
の
も
の
と
し
て
は
導
入
さ
れ
て
お
ら
ず
'
そ
れ
自
身
'

す
で
に
空
間

へ
と
関
係
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
た
｡
こ
の
よ
う
な
概
念

-

全
体
の
相
互
外
と
い
う
概
念
と
し
て
-

が
､

自
炊
諒
口学
の
最
初
の
概
念
で
あ
り
'
そ
れ
自
身
如
何
な
る
本
来
的
に
肯
定
的
な
も
の
で
な
-
'
い
わ
ば
､
無

-

ま
さ
に
o
次
元
的

-

で
あ
る
と
こ
ろ
の
点
が
､
そ
れ
な
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
こ
れ
と
共
に
､
そ
の
自
己
規
定
に
よ

っ
て
生
成
さ
れ
た
第
三
の
規
定
'

面
も
ま
た
'
す
で
に
終
結
な
の
で
は
な
-
､
や

っ
と
､
終
結
の
原
理
そ
し
て
限
界
で
あ
る
｡

あ
ら
ゆ
る
相
違
に
か
か
わ
ら
ず
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
長

い
伝
統
に
お
け
る
空
間
の
3
次
元
性
の
た
め
の
そ
の
存
在
論
的
論
拠
と
共
に
あ

る
｡
ア
リ
ス
ー
テ
レ
ス
の

『
天
体
論
』
(D
e
ca
elo
)
に
お

い
て
す
で
に
､
す
ぐ
始
め
に
､
空
間
の
3
次
元
性
は
T

3
数

の
誉
れ
で
も

空
間
､
時
間
'
運
動
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っ
て
根
拠
付
け
ら
れ

(D
e
ca
elo
t
L.
268a
7
ff
)
､
そ
し
て
､
中
世

に
お

い
て
､
R
･
ル
ル
ス

(L
u
llus)
や

N
･
ク
サ

ー
ヌ
ス

此

(C
usanus)
の
よ
う
な
厳
し
く
三
位

一
体
的
に
合
わ
せ
ら
れ
た
思
想
家
が
､
空
間
の
3
次
元
性
を
三
位

一
体
の
似
像
と
し
て
-

ま

っ
た
-
に
3
次
元
性
に
お
い
て
も
ト
リ
ア
ー
デ
的
に
分
枝
化
さ
れ
た
絶
対
的
理
念
の
或
る
さ
ら
な
る
作
用
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
ヘ
ー

ゲ
ル
と
は
体
系
理
論
的
に
本
質
的
に
異
な

っ
て
-

解
釈
し
た

垂
｡

現
代
の
自
然
科
学
に
と

っ
て
'
そ
の
よ
う
な
諸
論
証
は
､
確
か
に
本
質
に
疎
遠
な
も
の
で
あ
り
､
そ
し
て
､
近
代
の
第

一
の
そ
し
て

最
も
有
名
な

〔
-

〕
人
は
そ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
が

〔
I

〕
大
衆
科
学
的
作
品
の

一
つ
に
お
い
て
す
で
に
､
3
次
元
性
を
存
在

論
的
に
証
明
す
る
こ
の
種
の
試
み
に
対
す
る
嫌
悪
が
見
出
さ
れ
う
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
G
･
ガ
リ
レ
イ

(G
a
E
ei)
の

『世
界

二
大
体
系
に
つ
い
て
の
対
話
』
(D
ia
log
o
sop
ra
i
d
u
e
m
assim
i
sistem
i
d
el
m
o
n
d
o
)
は
､
対
話
者
サ
ル
ヴ
ィ
ア
-
テ
ィ

(Sa
t
viati)

に
よ
る
空
間
の
3
次
元
性
の
た
め
の
ア
リ
ス
ー
テ
レ
ス
の
諸
議
論

へ
の
激
し
い
批
判
で
も

っ
て
始
ま
り
､
そ
れ
に
対
し
て
､
ア
リ
ス
ー

テ
レ
ス
主
義
者
シ
ン
プ
リ
シ
オ

(S
im
p-icio)
が
情
け
な
い
や
り
方
で
弁
護
を
試
み
て
い
る
｡
シ
ン
プ
リ
シ
オ
に
､
サ
ル
ヴ
ィ
ア
ー
テ

ィ
は
述
べ
る
｡
｢全
て
の
こ
の
よ
う
な
諸
議
論
の
も
と
で
'
私
は
､
率
直
に
言
え
ば
､
せ
い
ぜ
い
､
初
端
､
中
間
'
終
端
を
持

つ
も
の

が
完
全
な
も
の
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

一
つ
の
譲
歩

へ
と
動
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
'
初

端
､
中
間
そ
し
て
終
端
が
3
性
を
形
成
す
る
故
に
､
●
鋤
◆
3
と
い
う
数
は
､
完
全
で
あ
り
､
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
完
全
性
を
諸
物
の

そ
れ
ぞ
れ
の
3
性

へ
う

つ
す
能
力
を
所
有
す
る
だ
ろ
う
こ
と
'
こ
の
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
､
私
は
少
し
も
動
か
さ
れ
て
い
な
い
と
感

じ
る
｡
私
は
､
例
え
ば
'
お
よ
そ
足
の
顧
慮
に
お
い
て
3
と
い
う
数
は
4
あ
る
い
は
2
よ
-
完
全
で
あ
ろ
う
こ
と
を
､
あ
る
い
は
､
諸

要
素
の
数
と
し
て
の
4
と
い
う
数
は
不
完
全
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
対
し
て
､
3
に
は
よ
り
高
い
完
全
性

へ
が
帰
属
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
把
握
し
そ
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
従

っ
て
､
そ
の
よ
う
な
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
は
ご
ま
す
り
に
任
せ
､
そ
し
て
､

演
梓
的
諸
学
に
お
い
て
あ
る
よ
う
に
そ
の
主
張
を
厳
し
い
証
明
で
も

っ
て
根
拠
付
け
る
こ
と
が
よ
り
良
い
で
あ
ろ
う
｣
垂
｡



今
サ
ル
ヴ
ィ
ア
-
テ
ィ
が
サ
グ
レ
ー
ド
の
た
め
に
ス
ケ
ッ
チ
す
る
と
こ
ろ
の
厳
し
く
数
学
的
な
証
明
は
､
勿
論
､
月
並
み
な
循
環
論

証
で
あ
る
｡
空
間
は
､
サ
ル
ヴ
ィ
ア
-
テ
ィ
の
言
う
よ
う
に
は
､
た
だ

3
つ
の
直
線
の
み
が
或
る
点
に
お
い
て
相
互
に
垂
直
に
あ
る
こ

と
が
で
き
る
が
故
に
3
次
元
的
で
あ
る
｡
-

勿
論
､
こ
の
こ
と
は
､
空
間
が
す
で
に
3
次
元
的
で
あ
る
と
き
に
の
み
当
て
は
ま

っ
て

い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
ガ
リ
レ
イ
と
反
対
に
､
空
間
の
3
次
元
性
が
数
学
的
な
媒
介
に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
る
べ
き
で
な
-
～

従

っ
て
公
理
的
性
格
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
知

っ
て
い
る
｡
｢空
間
が
ま
さ
に
3
次
元
を
持

っ
て
い
る
と

い
う
必
然
性
を

漬
緯
す
る
こ
と
は
'
幾
何
学
が
哲
学
的
学
で
な
-
そ
し
て
そ
の
普
遍
的
諸
規
定
を
持

っ
た
空
間
と
い
う
そ
の
対
象
を
前
提
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
限
り
で
'
幾
何
学
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｣
(H
e
g
e
l
t9
70
f.9
,抑
2
5
5
A
n
m
erkun
g
‥
9
.4
4
:
v
gt1
6
.

5
2
9
)｡
し

か
し
､
直
観
の
荒
々
し
い
事
実

(brutum
factuヨ
)
へ
の
招
滑
も
ま
た
､

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
如
何
な
る
も
の
を
も
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
｡
幾
何
学
に
と

っ
て

｢高
い
学
問
性
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
れ
に
お
い
て

(即
ち
'
直
観
に
お
い
て
)
根
拠
付
け
ら
れ
｣
､

●2-5◆そ
し
て
､
そ
の
証
明
は
直
観
に
基
づ

い
て
い
る

(H
e
g
e
l
L9
7
0f.
6.535)
と
い
う
当
時
代
表
的
な
把
握
に
対
し
て
'
ヘ
ー
ゲ
ル

は
'
｢
こ
の
よ
う
な
単
純
性
に
対
し
て
､
直
観
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
如
何
な
る
学
も
成
就
せ
ず
思
惟
に
よ
っ
て
の
み
成
就
す
る
と

い
う

単
純
な
想
起
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｣

(a.a.0
.)

垂

と
断
固
と
し
て
主
張
す
る
｡
と
こ
ろ
で
､
こ
れ
か
ら
､
へ
I
ゲ
ル
が

そ
れ
を
明
確
に
言

っ
て
い
な
い
と
し
て
も
､

n
次
元
空
間
構
造
を
展
開
す
る
こ
と
が
数
学
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
ヘ
ー
ゲ
ル

の
数
学
概
念
と
仝
-
両
立
可
能
で
あ
る
こ
と
が
結
果
す
る
｡
勿
論
'
こ
の
こ
と
は
'

3
次
元
性
の
彼
の
演
樺
に
少
し
も
当
た
ら
な
い
｡

し
か
し
､
そ
の
際
に
､
そ
れ
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な

〔数
学
的
〕
諸
構
造
が
ま

っ
た
-
に
如
何
な
る
も
の
を
も
語
ら
ず
そ
し
て
ま
た
如

何
な
る
も
の
を
も
語
ろ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
の
物
理
的
空
間
が
問
題
で
あ
る
｡

見
た
よ
う
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
数
学
の
公
理
主
義
的
性
格
を
認
識
し
て
い
た
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
数
学
が
全
て
の
も
の
を
証
明
で
き
る
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の
で
は
な
い
こ
と
が
数
学
の
概
念
に
お
い
て
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
3
次
元
性
の
み
が
､
こ
の
よ
う
な
証

152

明
で
き
な
い
も
の
に
属
し
て
い
る
の
で
は
な
-
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
第
五
公
準

(atTTW
a
)
､
平
行
公
準
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
｡
こ
の

平
行
公
準
は
､
そ
れ
を
ゲ
ミ
ノ
ス

(G

eヨ
ino
s
)
か
ら
W
･
ボ
ヤ
イ

(B
o-ya
i)
ま
で
の
重
要
な
数
学
者
が
無
駄
に
他
の
諸
公
理
か
ら

導
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
-

こ
の
命
題
が
証
明
不
可
能
な
も
の
で
あ
-
､
そ
し
て
､
そ
れ
故
に
他
の
幾
何
学
的
諸
体
系
'
所
謂
非
ユ

ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
首
尾

一
貫
し
て
お
-
そ
し
て
そ
れ
故
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
､
19
世
紀
の
20
年
代
に
お
い
て
洞
察
を
熟
さ
せ
た

と
こ
ろ
の
諸
々
の
試
み
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
が
す
で
に
1
8
1
6
年
に
平
行
公
準
が
証
明
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
述
べ
た
こ
と
は
､
私

に
は
､
非
常
に
注
意
す
る
価
値
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡
｢論
理
学
｣
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
｡
｢
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
も
と
で

も
､
公
理
と
い
う
名
前
の
も
と
で
､
証
明
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
そ
し
て
欠
陥
を
相
違
し
た
や
り
方
に
お
い
て
補
完
す

る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
平
行
-
線
に
つ
い
て
の
前
提
が
見
出
さ
れ
る
｡
平
行
1
線
に
つ
い
て
の
か
の
公
理
に
関
し
て
は
､
◆
2-6
◆

確
か
に
そ
れ
に
お
い
て
ま
さ
に
彼
の
学
の
エ
レ
メ
ン
-
と
本
性
を
正
確
に
評
価
し
た
と
こ
ろ
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
正
し
い
目
的
が
認
識

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
う
る
｡
か
の
公
理
の
証
明
は
､
平
行
-
線
の
概
念
か
ら
導
か
れ
た
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
そ
の
よ
う
な
証
明
は
､
彼
の
諸
定
義
､
諸
公
理
そ
し
て

T
般
に
彼
の
諸
対
象
､
空
間
そ
の
も
の
の
清
祥
､
そ
し
て
､
空
間
の

さ
し
あ
た
っ
て
の
諸
規
定
､
諸
次
元
の
演
緒
と
同
様
に
､
彼
の
学
に
は
属
し
て
い
な
い
｣
(H
egelt970f.
6
,52
8
f)｡

人
は
､
こ
の
よ
う
な
驚
く
べ
き
認
識
に
対
し
て
､
数
学
が
証
明
で
き
な
い
諸
公
理
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
､
特
定
の
定
理

が
公
理
で
あ
る
こ
と
を
反
論
と
し
て
挙
げ
る
だ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は
､
確
か
に
､
真
理
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
で
も
､
こ
れ
は
､
正

し
い
定
理
の
も
と
で
公
理
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
も

っ
た
と
い
う
数
学
の
勘
を
証
明
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
印
象
以
上
の
も
の
は
､
正
確
に
は
､
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
創
始
者
た
ち
､
C
･
F
･
ガ
ウ
ス

(G
a
u
P
)
'
1
･

ボ
ヤ
イ

(B
o
-y
a
i)
､
そ
し
て
､
N
･
ロ
バ
チ

ェ
フ
ス
キ
ー
(L
o

ba

t

s
c
h
e
w
s
k
ij
)

の
も
と
で
は
'
重
要
で
さ
え
な
い
の
だ
｡
定
理
の



も
と
で
実
に
公
理
が
問
題
と
な
る
と
い
う
証
明
は
､
19
世
紀
の
最
後
の
鳩
に
お
い
て
初
め
て
E
･
ペ
ル
ー
ラ
ミ

(B
e
ltra
m
i)
に
よ

っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
が
如
何
な
る
ま
ぐ
れ
当
た
り
で
も
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
ヘ

ー
ゲ
ル
が

一
般
に
数
学
に
つ
い
て
多
す
ぎ
る
こ
と
を
理
解
し
た
か
ら
だ
け
で
は
な
-
-

私
は
こ
こ
で
た
だ
当
時
の
微
分
積
分
法
の
諸

基
礎

へ
の
彼
の
批
判
の
み
に
注
目
す
る

(H
e
g
e
l
t970f.5.2
7
9

･3
72
)
､
し
か
し
､
例
え
ば
現
代
公
理
主
義
の
発
展
に
よ

っ
て
完
全
に

正
し
い
と
認
め
ら
れ
た
ふ
と
こ
ろ
の
2
つ
の
三
角
形
の
合
同
に
対
す
る
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
合
同
証
明

(E
u
k
lid
t
4
)
へ
の
批
判
に
も
垂

注
目
す
る
◆
2-
+
-

1
･
ホ
フ
マ
イ
ス
タ

ー
(H
off
m
eister)
に
よ

っ
て
編
集
さ
れ
た

｢幾
何
学
研
究
｣

(G
eom
etrL.SCh
e
S
tud
ien
)

が

1
8
0
0
年
か
ら
平
行
公
準
の
証
明
可
能
性
の
問
題
へ
の
基
礎
的
仕
事
を
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る

.㌔

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
平
行
公
準
が

｢概
念
か
ら
｣
即
ち
そ
の
弁
証
法
的
存
在
論
か
ら
根
拠
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
持

っ

て
い
た
｡
勿
論
､
そ
の
よ
う
な
根
拠
付
け
が
ど
の
よ
う
に
外
観
さ
れ
う
る
か
を
､
彼
は
詳
し
-
述
べ
て
は
い
な
い
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
､
私
は
思
う
の
だ
が
､
体
系
的
着
想
に
お
い
て

〔
I

〕
こ
れ
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
自
炊
訪
口学
と
い
う

ヘ
ー
ゲ
ル
の
構
想
を
始
め
か

ら
は
退
け
な
い
の
だ
が

〔
-

〕
､

一
体
､
空
間
の
哲
学
が
た
だ
次
元
数
に
関
し
て
だ
け
で
な
-
､
物
理
的
空
間
の
幾
何
学
的
構
造
に

関
し
て
も
､
存
在
論
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
た
選
択
権
を
上
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
が
､
こ
の
よ
う
な
問
題
が
こ

れ
ま
で
に
ま
だ
如
何
な
る
経
験
的
解
決
に
も
導
か
れ
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
あ
る
い
は
､
だ
か
ら
こ
そ
ま
さ
に
､
ど
う
し
て
も

立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

.㌔

私
は
､
次
に
､
如
何
に
そ
の
よ
う
な
選
択
が

ヘ
ー
ゲ
ル
の
擬
似
弁
証
法
的
存
在
論
の
立
場
か
ら
中
止

に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
'
簡
単
に
暗
示
す
る
と
し
よ
う
｡
◆
2-8
◆
勿
論
､
こ
の
問
い
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
下
準
備
は
な
い
の
だ

か
ら
､
私
の
諸
叙
述
は
本
質
的
に
討
議
論
文
と
し
て
理
解
さ
れ
る
｡

本
質
的
に
､
計
量
幾
何
学
に
は
3
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
｡
双
曲
幾
何
学
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
､
そ
し
て
､
楕
円
幾
何
学
で
あ
る
D

双
曲
幾
何
学
で
は
､
平
面

″
に
お
い
て
､
点

A
を
通

っ
て

一
つ
の
直
線

a
に
対
し
て
2
つ
の
平
行
線
が
存
在
し
て
お
-
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
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ド
幾
何
学
に
お
い
て
は
､
正
確
に

l
つ
の
直
線
が
存
在
し
､
楕
円
幾
何
学
に
お
い
て
は
､
如
何
な
る
平
行
線
も
な
い
｡
双
曲
平
面
と
楕

湖

円
平
面
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
モ
デ
ル
と
し
て
､
擬
球
面
と
楕
円
面

(あ
る
い
は
ま
た
球
)
が
妥
当
し
て
い
る
｡
従

っ

て
､
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
あ
る
い
は
む
し
ろ
平
面
は
曲
げ
ら
れ
て
い
る
｡
双
曲
空
間
は
､
正
に
'
楕
円
空
間
は
'
負
に
で
あ
る
｡
こ

れ
に
対
し
て
'
曲
率
定
数
が
O
の
と
き
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
あ
る
い
は
む
し
ろ
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
平
面
が
問
題
と
な
る
｡
非
ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
幾
何
学
が
規
定
さ
れ
る
た
め
に
は
､
簡
単
に
球
に
お
い
て
わ
か
り
や
す
く
示
さ
れ
う
る
よ
う
に
､
そ
れ
は
､
任
意
に
置
か
れ
る
こ

と
が
で
き
る
曲
率
定
数
を
必
要
と
す
る
｡
従

っ
て
､
無
限
に
多
く
の
双
曲
空
間
そ
し
て
無
限
に
多
く
の
楕
円
空
間
が
あ
る
｡
し
か
し
､

た
だ

一
つ
の
み
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
が
あ
る
｡
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
根
拠
が
､
19
世
紀
の
20
年
に
お
い
て
双
曲
幾
何
学
を
発
展
さ
せ

そ
し
て
そ
の
数
学
的
首
尾

一
貫
性
を
認
識
し
た
と
こ
ろ
の
F
･
A
･
タ
ウ
リ
ヌ
ス

(T
a
u
rin
us)
を
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ

れ
を
不
可
能
な
も
の
と
し
て
拒
否
す
る
よ
う
に
動
か
し
た
｡
｢そ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
が
妥
当
性
を
同
じ
-
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
無
数
の

種
の
諸
体
系

(e
in
e

unendticheM
enge
v
o
n
S
y
ste
m
end
e
r
A
rt｣
.Lq
.が
あ
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
事
実
は
'
彼
に
と

っ
て
､
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
真
理
の

一
つ
の
論
拠
で
あ

っ
た

､隼

｡

●
2-9
◆
タ
ウ
リ
ヌ
ス
の
論
拠
は
､
私
の
考
え
で
は
､
簡
単
に
は
断
ら
れ
え
な
い
｡
そ
れ
は
､
確
か
に
'
幾
何
学
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
性
を

所
謂
3
つ
の
パ
レ
ッ
ー
の
方
法
に
よ

っ
て

｢根
拠
付
け
る
｣
と

い
う
､
H

二
ア
ィ
ン
ダ
ラ
ー

(D
iコ
g
-e
r
)
に
由
来
し
､
し
か
し
さ
ら

に
今
日
で
は
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
学
派

(E
r-a
n
g
erS
c
h
u
】e
)
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
着
想
よ
り
良

い
も
の
で
あ
る
｡
と

い
う

の
は
､
統

∫

(E
in
h
e
it)
と
規
走
性
は
､
疑

い
も
な
-
､
存
在
論
的
に
際
立
た
せ
ら
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
そ
の
o
曲
率
で
も

っ
て
い
わ
ば
楕
円
幾
何
学
と
双
曲
幾
何
学
の
中
間
に
あ
る
と
い
う
事
実
も
ま
た
､
そ
の
栄
誉
に

見
方
し
う
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
私
に
は
､
こ
の
よ
う
な
論
拠
の
意
味
は
'
後
者
に
よ

っ
て
覆
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

に
思
え
る
｡
楕
円
幾
何
学
と
双
曲
幾
何
学
は
､
そ
れ
ら
が
任
意
定
数
の
導
入
の
必
要
に
よ

っ
て
失

っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
､
そ
れ
ら
に



お

い
て
絶
対
的
な
長
さ

の
単
位
が
存
在
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
獲
得
す

る
｡
こ
の
こ
と
を
'
す

で
に
1
･
H
‥
フ
ン
ペ
ル
ー

(L
a

m
b
e
rt)
は
認
識
し
て
お
-

別
一､
そ
し
て
､
こ
の
こ
と
は
､
相
似
し
た
し
か
し
合
同
で
は
な
い
諸
図
形
の
存
在
と

ユ
ー
ク
リ

ッ

ド
の
平
行
公
準
と
の
､

1
･
ウ
ォ
リ
ス

(w
a
tlis
)
奉

に
よ

っ
て
証
明
さ
れ
た
等
価
の
単
純
な
結
果
で
あ
る
｡
そ
れ
と
共
に
､
或
る
図

面
へ
助
け
を
求
め
る
こ
と
な
し
に
長
さ
の
単
位
を
純
粋
に
論
理
的
-
公
理
主
義
的
に
定
義
す
る
こ
と
が
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お

い
て
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お
い
て
は
､
た
だ
角
に
対
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
｡
直
角

の
も
と
で
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
､
私
は
､
そ
れ
ぞ
れ
に
､
言
葉
で
も

っ
て
だ
け
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
互
い
に
切

り
分
け
て
い
る
2
つ
の
直
線
の

一
つ
の
系
の
も
と
で
､
正
確
に
全
て
の
角
が
相
互
に
等
し
い
と
き
､
直
角
が
問
題
と
な
る
｡
長
さ
の
単

位
に
対
し
て
は
'
こ
れ
は
'
勿
論
'
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お
い
て
原
理
的
に
可
能
で
は
な
い
｡
と
し
て
も
､
し
か
し
､
非

ユ
ー
ク

リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お
い
て
は
､
特
定
の
諸
角
を
持

っ
た
諸
図
形
の
も
と
で
は
ま

っ
た
-
に
､
必
然
的
に
特
定
の
諸
面
も
与
え
ら
れ
て
お

り
､
-

〔
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お
い
て
は
〕
上
の
こ
と
は
､
言
わ
れ
た
よ
う
に
､

◆2-0
◆非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お
け
る
相

似
な
諸
図
形
が
欠
け
て
い
る
こ
と
の
結
果
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
こ
の
よ
う
に
し
て
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
第

一
に
挙
げ
ら
れ
た
規

走
性
に
お
け
る
欠
陥
を
再
び
埋
め
合
わ
せ
る

垂
｡
従

っ
て
､
規
定
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
'
い
わ
ば
､
袋
小
路

へ
と
通
じ
て
い
る
｡

し
か
し
'
今
'
私
た
ち
の
問
い
の
解
決

へ
と
通
じ
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
果
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
｡

へ

I
ゲ
ル
が
言

っ
た
よ
う
に
､
空
間
は
､
｢純
量
｣
(H
e
g
e
t
L9
70
f
.

9.抑
2
54
A
n
m
erkun
g
‥
9
.
4
2
)
で
あ
る
｡
し
か
し
､
量
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
は
､
直
接
に
'
量
的
有
限
性
と
無
限
性
の
関
係

へ
と
通
じ
て
い
る

や
｡
さ
て
､
こ
の
よ
う
な
諸
規
定
に
適
合
し
て
､
幾
何
学
の

3
つ
の
タ
イ
プ
を

2
つ
の
グ
ル
ー
プ

へ
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
双
曲
幾
何
学
の
空
間
は
､
無
限
で
あ

り
､
こ
れ
に
対
し
て
､
楕
円
幾
何
学
の
空
間
は
､
有
限
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
こ
の
よ
う
な
問
い
へ
の
関
係
に
お
い
て
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

幾
何
学
と
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
は
､
両
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
相
互
よ
り
､
近
-
に
接
近
す
る

へ軍
｡
そ
し
て
､
そ
れ
と
共

ー

空
間
､
時
間
､
運
動



に
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
弁
護
す
る
先
に
挙
げ
ら
れ
た
第
二
の
論
拠

-

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
は
唯

L
の
幾
何
学
と
し
て
曲
が

1

っ
て
い
な
い
-

も
ま
た
､
こ
の
よ
う
な
視
点
の
も
と
で
消
え
去
る
｡
こ
れ
が
私
に
と

っ
て
論
理
的
な
諸
根
拠
か
ら
決
定
的
視
点
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
｡
従

っ
て
､
ど
の
幾
何
学
が

ヘ
ー
ゲ
ル
の

｢論
理
学
｣
か
ら
選
ば
れ
る
べ
き
か
は
､
ほ
と
ん
ど
疑
わ
し
-
あ
る
こ
と
が

で
き
な
い
｡
確
か
に
､
楕
円
幾
何
学
で
あ
る
｡
そ
の
閉
じ
た
構
造
に
よ

っ
て
､
楕
円
幾
何
学
は
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
と
双
曲
空
間
の

悪
無
限
性
を
克
服
す
る
｡
有
限
な
も
の
と
し
て
は
'
楕
円
空
間
は
､
〔
-

〕
し
か
し
こ
れ
は
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が

垂

〔
-

〕

●2-1◆い
わ
ば
真
に
無
限
な
る
も
の
の
概
念
の
実
現
で
あ
る
｡
そ
れ
を
､

ヘ
ー
ゲ
ル
も
ま
た
､
｢論
理
学
｣
に
お
い
て
､
円
で
も

っ
て
具

体
的
に
説
明
し
て
お
-

車
､
直
線
で
も

っ
て
で
は
な
い
o

さ
ら
に
､
楕
円
空
間
は
､
カ
ン
ト
の
第

l
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
I
を
克
服
し
て
い
る
｡
楕
円
空
間
は
､
無
限
で
は
な
い
､
し
か
し
､
ま
た
､

お
よ
そ
有
限
な

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
あ
る
い
は
双
曲
空
間
の
よ
う
に
､
如
何
な
る
突
然
の
限
界
そ
し
て
如
何
な
る
彼
岸
を
も
持

っ
て
い

な
い
｡
そ
の
閉
じ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
楕
円
空
間
に
お
い
て
､

(
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
大
円
に
対
応
し
て
い
る
)
直
線
の
始
点
と
終

点
は

7
致
し
､
(円
の
直
径
が
直
線
の
半
分
の
長
さ
で
あ
る
な
ら
ば
)
円
と
直
線
は
す
で
に
有
限
な
も
の
に
お
い
て

l
致
し
て
い
る
｡

最
小
の
半
径
を
持

っ
た
円
と
最
大
の
半
径
を
も

っ
た
円
は
､
同
じ
円
周

(=
o
)
を
持

っ
て
い
る
｡
例
え
ば
諸
対
称
の
よ
う
な
､
多
数

の
さ
ら
な
る
概
念
的
に
際
立
た
せ
ら
れ
る
べ
き
楕
円
空
間
の
諸
性
質
は
､
こ
こ
で
､
よ
-
詳
し
-
は
､
取
-
上
げ
ず
に
お
こ
う

〈㌔

し
か
し
､
私
は
､
楕
円
空
間
が
弁
証
法
的
存
在
論
に
対
し
て
極
め
て
強
い
諸
々
の
親
近
性
を
持

っ
て
い
る
空
間
で
あ
る
こ
と
を
､
納
得

の
い
-
も
の
と
し
た
と
期
待
す
る
｡

●2-2
●従
っ
て
､
空
間
は
全
-
に
分
枝
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
と
し
て
も
､
空
間
は
自
然
哲
学
の
最
も
抽
象
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
あ
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
着
想
に
特
徴
的
で
あ
る
の
は
､
-

ま

っ
た
-
近
代
物
和
学
と
絶
対
空
間
論
の
創
始
者
､

Ⅰ
二
1
ユ
ー
ト

ン
と
反
対
に
-

こ
の
よ
う
な
抽
象
性
を
､
｢論
理
学
｣
に
お
け
る
存
在
の
そ
れ
と
同
様
に
､
肯
定
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と



で
あ
る
｡
す
で
に
同
時
代
人
た
ち

(G
.
Leibn
iz
,C
.H
u
y
gens.G
IB

erkeley)
に
よ

っ
て
拒
否
さ
れ
た

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
空
間
概
念
は
､

強
い
形
而
上
学
的
根
を
持

っ
て
い
た
｡

ニ
ュ
ー
ー
ン
は
､
と
り
わ
け

H
･
モ
ア

(M
o
re
)

へ
の
依
存
に
お
い
て
'
絶
対
空
間
に
お
け

る
そ
の
均
質
性
と
無
限
性
の
た
め
に
､
神
の
感
覚
中
枢
を
見
る

(上
り
と
こ
ろ
で
､
こ
の
こ
と
は
､
近
代
科
学
史
記
述
に
よ

っ
て
強
調

さ
れ
､
近
代
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
覆
わ
れ
た

.や
依
存
性
以

仁
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
る
も
の
に

対
す
る
興
味
深
い
例
で
あ
る
｡
絶
対
空
間
に
対
す
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
選
択
の
根
拠
に
は
､
そ
れ
に
対
し
て

-

具
体
性
と
相
対
性
と
反

対
に
-

抽
象
性
と
実
体
性
が
肯
定
的
に
確
保
さ
れ
た
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
こ
ろ
の
悟
性
形
而
上
学
的
思
惟
が
あ
る
｡
-
2
5
4

へ
の
補
遺
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ー
ン
の
絶
対
空
間
論

へ
の
簡
潔
な
批
判
に
お
い
て
､

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
｡
相
対
空
間
は

｢或
る
は
る
か
に
高

い
も
の
｣
で
あ
る
､
｢と

い
う
の
は
'
相
対
空
間
は
何
か
或
る
物
質
的
物
体
の
規
定
さ

れ
た
空
間
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
抽
象
的
空
間
の
真
理
は
､
む
し
ろ
､
物
質
的
物
体
と
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
｣
(H
e
g
e
-

)970
f
.

9
.
43)｡
◆
m
◆
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念
も
ま
た
批
判
し
て
い
る
と
し
て
も

.{

彼
が
､
或
る
入
れ
物
と
し
て

の
空
間
の
表
象

-

ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
は

(a.a.O
.)
､
｢箱
の
よ
う
な
｣
〔空
間
の
表
象
〕
-

を
'
拒
否
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
｡
具
体
的
な
物

(D
in
g
)
そ
し
て
具
体
的
な
諸
物

(D
in
g
e
)
の
間
の
関
係
は
､

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
空
間
の
抽
象

よ
り
或
る
よ
-
真
な
る
も
の
で
あ
る
｡
空
間
は
､
そ
れ
ら
に
お
い
て
初
め
て
､

-

(私
た
ち
が
科
学
の
今
日
の
立
場
に
応
じ
て
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
)
物
質
の
交
互
作
用
の
総
括
と
し
て
の
引
力
に
お
い
て
､

-

そ
の
真
理

へ
と
到
達
す
る

.串
｡

2

空
間
の
不
実
理
性
､
存
在
論
的
欠
損
は
､

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
空
間
が
お
お
よ
そ
純
粋
肯
走
性
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
根
拠

付
け
ら
れ
て
い
る
｡
確
か
に
､
空
間
の
否
定
と
し
て
の
点
の
概
念
に
お
い
て
､
否
定
性
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
が
､
し
か
し
､
こ
の

契
機
は
､
完
全
に
展
開

へ
と
は
至

っ
て
い
な
い
｡
｢否
定
的
な
も
の
は
､
空
間
に
お
い
て
ま
だ
そ
の
権
利

へ
と
は
到
達
し
な
い
｣
(H
e
g
e
-

157

空
間
､
時
間
､
運
動



)970f.9
,8
2
5
7
Z
u
sat
z

:
9
,4
8
)
｡
と

い
う
の
は
､
ま
た
'
点
､
限
界
､
従

っ
て
､
空
間
の
否
定
は
､
存
立
の
あ
り
方
に
お

い
て
あ

摺

る
か
ら
で
あ
る
｡
点
は
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
空
間
の
中
に
合
意
さ
れ
た
否
定
性
は
､
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
そ
し
て
､

こ
の
よ
う
な
さ
し
あ
た

っ
て
抽
象
的
に
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
相
互
外
と
し
て
定
立
さ
れ
た
否
定
性
が
時
間
で
あ
る

(Hegel1970
f.9
.

肋
25
7
:
9
.4
7
f)｡
時
間
は
､
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
存
在
せ
ず
､
そ
し
て
､
そ
れ
が
存
在
し
な

い
こ
と
に
よ

っ
て
存
在
す

る
と
こ
ろ
の
存
在
で
あ
る
｡
直
観
さ
れ
た
成
る
こ
と

(H
e
g
e
l
L970
f.9.
∽
2
58
‥
9.4
8
)
で
あ
る
｡
諸
物

(D
in
g
e
)
が
時
間
の
中
で

生
じ
そ
し
て
消
滅
す
る
と
い
う
把
握
に
対
し
て
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
時
間
そ
の
も
の
は

｢
こ
の
よ
う
な
成
る
こ
と
'
生
成
と
消
滅
､
存
在

す
る
抽
象
化
､
全
て
を
産
出
し
そ
し
て
産
出
さ
れ
た
も
の
を
破
壊
す
る
ク
ロ
ノ
ス
で
あ
る
｣
(H
e
g
e
l
t9
70
f
.
9
.

抑
258A
n
m
erkung
‥

9
.4
9
)
と
強
調
す
る
｡

-

と
こ
ろ
で
､
こ
れ
は
相
対
的
時
間
概
念
の
明
白
な
選
択
で
あ
る
｡

時
間
は
'
◆
銅
◆有
限
な
も
の
を
止
揚
す
る
と
こ
ろ
の
思
惟
の
抽
象
化
過
程
を
実
在
的
に
遂
行
す
る
｡
有
限
な
も
の
は
､
そ
れ
が
時
間

の
中
に
あ
る
故
に
有
限
で
あ
る
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
'
そ
れ
は
､
有
限
で
あ
る
故
に
時
間
の
中
に
あ
-

(H
e
g
e
l
L970
f.9.抑
258

Z
usatz
:
9
.5
0
)
､
そ
し
て
､
そ
の
有
限
性
に
お
い
て
､
時
間
の
裁
き
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
は
､
有
機
体
に
お
い
て
そ
の
概
念
に
応
じ

て
ま
だ
有
限
性
の
燃
え
が
ら
を
負

っ
て
お
り
こ
の
否
走
性
は
死
に
よ
っ
て
顕
示
さ
れ
る
と
い
う
事
実
と
同
様
に
理
性
的
で
あ
る
｡

時
間
に
つ
い
て
の
彼
の
詳
論
に
お
い
て
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
驚
く
べ
き
こ
と
に
､
私
た
ち
が
今
日
す
ぐ
に
時
間
の
哲
学
と
結
び
付
け
る

幾
つ
か
の
問
い
へ
と
は
､
従

っ
て
､
時
間
の
計
量
性
と

一
次
元
性
そ
し
て
異
方
件
の
問
題

へ
と
は
向
か
わ
な
い
｡
私
は
､
こ
こ
で
､
簡

潔
に
､
こ
れ
ら
の
問
題
を
取
り
上
げ
､
そ
の
際
に
､
多
-
の
点
で
ヴ
ア
ン
ー
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー
の
詳
論
に
従

い
た

い

(o
p
.c
it..7
5･
8
7
)｡

し
か
し
､
私
は
'
こ
れ
ら
の
問
題
を

ヘ
ー
ゲ
ル
の
純
粋
否
走
性
と
し
て
の
時
間
の
概
念
か
ら
答
え
る
こ
と
を
試
み
た
い
｡
こ
の
よ
う
な

規
定
に
お
い
て
､
直
接
に
､
時
間
そ
の
も
の
が
簡
単
に
は
把
握
可
能
､
確
定

〔固
定

‥
fe
st〕
-
可
能
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
あ
る

(pB
.｡

時
間
は
'
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
絶
え
間
な
い
変
化
で
あ
る
の
か
､
-

そ
し
て
､
如
何
に
こ
の
変
化
は
固
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き



る
の
か
｡
さ
て
'
時
間
的
変
化

一

般
を
知
覚
す
る
た
め
に
は
'
新
た
な
状
態
と
古

い
状
態
と
の
比
較
が
必
要
で
あ
る
｡
古
い
状
態
は
､

記
憶
に
お
い
て
で
あ

っ
て
も
記
録
に
お
い
て
で
あ

っ
て
も
何
か
或
る
あ
-
方
で
存
立
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
時
間
は
'
こ
の
よ

う
な
共
存
を
'

一
面
に
お
い
て
は
そ
の
概
念
に
応
じ
て
否
定
す
る
が
､
し
か
し
､
他
面
に
お
い
て
は
お
よ
そ
認
識
可
能
で
あ
る
た
め
に

必
要
と
も
す
る
の
だ
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
'
こ
の
よ
う
な
共
存
は
､
た
だ
空
間
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る

｢㌔

そ
し
て

空
間
概
念

へ
の
時
間
概
念
の
こ
の
よ
う
な
退
化
は
､
ヴ
ア
ン
ト
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー
が

H
･
ベ
ル
グ
ソ
ン

(B
ergson
)
に
対
し
て
反
論
と

し
て
挙
げ
て
い
る
よ
う
に

(o
p
.°
it..∃
)
､
た
だ
本
来
の
時
間
概
念
の
如
何
な
る
歪
曲
で
な

い
だ
け
で
な
-
､

む
し
ろ
､
そ
の
否
定
性

の
必
然
的
表
現
で
あ
る

｡
●2-5
◆し
か
し
､
否
定
的
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
本
質
に
お
い
て
､
そ
れ
ら
の
肯
定
的
相
関
概
念

へ
と
必
然
的
に
再

帰
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
あ
る
O
例
え
ば
､
多
数
性
は
､
枕

T

(E
in
h
e
it
)

な
し
に
は
､
運
動
は
､
静
止
な
し
に
は
思
惟
さ
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

さ
て
､
空
間
概
念

へ
の
こ
の
よ
う
な

IL
指
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
関
係
に
お
い
て
､
時
間
の
異
方
性
に
対
す
る
根
拠
も
ま
た
あ
る
｡

時
間
点

-1
t

b
､

L
､

J
の
系
列
が
あ
る
と
想
定
す
る
と
き
'
こ
の
系
列
は
､
第
二
.の

L
の
も
と
で
､
そ
れ
が
L
か
ら
生
じ
る
こ
と

は
認
識
可
能
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
原
理
的
に
確
定
可
能
で
な

い
で
あ
ろ
う
｡
と

い
う
の
は
､
第

二

の
11
が
現
実
に
第

一
の
tI
と

同

.
で
あ
る
な
ら
ば
､
L
に
お
け
る
諸
事
象

の
諸
痕
跡
は
'
ま

っ
た
く
完
全
に
根
絶
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
｡

従

っ
て
､
或
る
時
間
点
の
繰
り
返
し
は
'
原
理
的
に
､
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
認
識
可
能
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
｡
と

い
う
の
は
､

そ
れ
そ
の
も
の
が
把
握
さ
れ
る
な
ら
ば
､
か
の

一
度
目
に
お
い
て
繰
り
返
し
の
意
識
が
欠
け
て
い
る
の
だ
か
ら
'
本
物
の
繰
-
返
し
は

ま
さ
に
問
題
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る

.･5

.｡
し
か
し
'
原
理
的
に
認
識
可
能
で
な

い
も
の
は
､
観
念
論
的
確
信
に
従

っ
て

存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
思
弁
的
に
要
点
付
け
る
な
ら
ば
､
諸
時
間
点
の
反
復
可
能
性
は
時
間
の
否
定
性
に
矛
盾
し
て
い
る
と
言

わ
れ
う
る
｡
時
間
の
諸
契
機
は
､
い
わ
ば
､

一
度
あ
る
い
は
数
度
の
繰
り
返
し
の
も
と
で
そ
れ
ら
に
帰
属
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ

15
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の
存
在
の
か
の
肯
定
性
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

時
間
の
異
方
性
か
ら
､
直
接
に
'
そ
の

一
次
元
性
が
生
じ
る

.㌔

と

い
う
の
は
､
時
間
平
面
が
あ

っ
た
な
ら
ば
､
時
間
方
向
は
､

単
な
る
回
転
に
よ

っ
て
逆
に
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
対
偶
に
よ
っ
て
､
時
間
の
異
方
性
か
ら
時
間
の

一
次
元
性
が
結
果
す
る
｡
時
間
の

1
次
元
性
は
､
そ
の
否
定
性
と
直
接
に
も
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
0
3
つ
の
次
元
へ
と
バ

ラ
バ
ラ
に
す
る
こ
と
は
､
空
間
の
肯
走
性
に
適
合
し
て
い
る
が
､
し
か
し
､
時
間
の
逃
走
性
に
は
適
合
し
て
い
な
い
｡

時
間
の
異
方
性
は
､
私
に
は

'
◆2-6
◆空
間
諸
座
標
と
の
そ
の
存
在
論
的
差
別
の
た
め
の
重
要
な
論
拠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､

空
間
座
標
と
時
間
座
標
を
4
次
元
連
続
体

へ
と
続

1
す
る
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
差
別
と
両
立
可
能
で
あ
る
の
が
自
明
で
あ
る
と
し
て
も
､

最
近
に
お
い
て
'
不
可
逆
過
程
の
熱
力
学
に
お
け
る
大
き
な
諸
前
進
と
共
に
､
異
方
性
に
お
い
て
根
拠
付
け
ら
れ
た
､
空
間
か
ら
の
時

間
の
差
別
が
物
理
学
に
お
い
て
も
ま
す
ま
す
際
立
た
せ
ら
れ
た
こ
と
は
注
意
に
値
す
る
｡
例
え
ば
､
-
･
プ
リ
ゴ
ジ
ン

(P
rig
o
gine)

は
､
彼
が
大
き
な
強
調
と
共
に
す
ぐ
始
め
に
言
う
よ
う
に

(〓
)
､
そ
の
表
題
が

｢
八
時
間
､
忘
れ
ら
れ
た
次
元
)
と
言
わ
れ
る
こ
と

が
で
き
た
だ
ろ
う
｣
と
こ
ろ
の
そ
の
著
作
､
『存
在
か
ら
発
展

へ
』
(V
om
S
e
in
zum
W

erd
e
n
:
Z
e
it
u
n
d
K
o
m
p
le
x
itat
in
d
en

N
aturw
is
se
n
schaf

t

en
(M
iin
ch
en
J
Z
iirich
t97
9
.:St
9
82
)

〔ド
イ
ツ
語
版
〕
)
に
お
い
て
､
そ
れ
に
と

っ
て
全
て
の
法
則
が
時
間
反

転
に
対
し
て
不
変
で
あ
る
と
こ
ろ
の
古
典
力
学
の
可
逆
怪
と
反
対
に
､
熱
力
学
に
お
い
て
は

(3
4
ff)
､
そ
し
て
､
い
ず
れ
に
せ
よ
'

化
学
と
生
物
学
に
お
い
て
は

(2
)
9
)
､
不
可
逆
過
程
が
ま
す
ま
す
よ
り
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡
実
際
に
､
実

在
哲
学
の
展
開
に
お
い
て
､
時
間
は
､
そ
の
異
方
性
を
ま
す
ま
す
顕
示
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
精
神
の
歴
史
的
な
諸
過
程
に
お
い
て
､

そ
れ
は
､
つ
い
に
は
支
配
的
な
も
の
に
な
る
｡

時
間
の

lL
次
元
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
時
間
は
､
各
分
杖
を
欠
い
て
い
な
い
｡
非
存
在
か
ら
存
在

へ
の
移
行
'
そ
し
て
､
存
存
か
ら

非
存
在

へ
の
移
行
と
し
て
､
時
間
は
'
過
去
､
現
在
､
そ
し
て
､
未
来
と
い
う
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
は
､

3
つ
の
次
元
を
､
あ

160



る
い
は
､
私
た
ち
が
今
日
言
う
だ
ろ
う
よ
う
に
は
T
3
つ
の
様
相

(M

odi)
を
構
成
す
る
｡
本
来
的
意
味
に
お
け
る
存
在
す
る
も
の

は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
が
§
2
5
9
へ
の
注
釈
に
お
い
て
詳
述
し
て
い
る
よ
う
に
､
た
だ
現
在
の
今
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
も

ま
た
持
続
す
る
も
の
で
は
な
-
､
た
だ
そ
の
非
存
在

へ
と
自
己
連
続
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
空
間
の
場
合
と
異
な

っ
て
､
過
去
､
現

在､
そ
し
て
､
未
来
と
い
う
時
間
諸
次
元
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
さ
ら
に
言
う
の
だ
が
､
如
何
な
る
存
立
を
も
持

っ
て
い
な
い
｡
｢時
間
諸

次
元
は
た
だ
主
観
的
表
象
に
お
い
て
､
想
起
に
お
い
て
､
そ
し
て
'
憂
慮
あ
る
い
は
希
望
に
お
い
て
の
み
必
然
的
で
あ
る
｣
(H
e
g
e
l,

)
9
7
0

f
.
9
.
5
2
)

o

こ
こ
で
'
時
間
諸
様
相
が
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
或
る
有
限
な
意
識
に
非
依
存
な
客
観
性
に
帰
属
し
て
い
な
い
か

と
い
う
問
い
へ
と
は
入
り
込
ま
ず
に

一世
､
私
は
､
簡
潔
に
､
時
間
の
主
観
的
直
観
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
詳
論
を
◆
2-7
◆
さ
ら
に
指

摘
し
た
い
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
時
間
の
主
観
的
直
観
を
､
｢心
理
学
｣
に
お
い
て
取
-
扱

い
､
そ
し
て
､
勿
論
､
鋭
-
物
理
的
客
観
的
時

間
か
ら
区
別
し
て
い
る

(H
e
g
e
l
L970fL

O.霊448
ff:
)0.249
ff
)｡
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
と
り
わ
け
､
勿
論
現
象
を
満
足
に
説
明
す
る

こ
と
は
な
し
に
､
現
在
の
直
観
に
お
い
て
私
た
ち
に
と

っ
て
多
-
の
出
来
事
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
時
間
は
短
-
､
そ
れ
に
対
し
て
空

虚
な
時
間
は
長
く
現
れ
､
こ
れ
に
対
し
て
回
顧
す
る
想
起
に
お
い
て
は
逆
で
あ
る
と
い
う
よ
-
知
ら
れ
た
心
理
学
的
諸
現
象
に
言
及
す

る

(H
egelt970fL
O
.肋
4
5
2
Z
usatz
二
〇
.2
59
)
｡
そ
こ
で
､
こ
れ
に
対
す
る

l
つ
の
説
明
と
し
て
､
私
は
､
次
の
も
の
を
提
案
し

た
い
｡
現
在
に
お
い
て
､
時
間
は
'
私
た
ち
に
と

っ
て
､
現
在
を

(退
屈
の
'
そ
の
空
虚
さ
の
主
観
的
感
情
の
罰
の
も
と
で
)
満
た
し

そ
し
て
従

っ
て
私
た
ち
を
現
在
に
お
い
て
現
実
化
す
る
と
い
う
要
求
と
共
に
あ
る
或
る
客
観
的
実
在
性
で
あ
る
｡
私
た
ち
が
現
在
を
満

た
す
こ
と
に
成
功
す
る
と
き
に
､
私
た
ち
は
現
在
を
否
定
し
､
そ
し
て
､
現
在
は
そ
れ
と
共
に
減
-
､
従

っ
て
短
-
な
る
｡
こ
れ
に
対

し
て
､
私
た
ち
が
受
動
的
に
留
ま

っ
て
い
る
と
き
に
は
'
私
た
ち
は
､
現
在
を
私
た
ち
を
凌
駕
す
る
も
の
と
し
て
'
威
力
あ
る
も
の
と

し
て
､
従

っ
て
､
長
い
も
の
と
し
て
感
覚
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
想
起
に
お
い
て
は
､
時
間
は
､
も
は
や
､
私
た
ち
の
諸
行
為
を
初

161
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め
て
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
或
る
自
立
的
な
も
の
､
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
時
間
は
､
私
た
ち
の
諸
行
為
と
直
接

162

に
同

一
的
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
と
い
う
の
は
､
時
間
は
た
だ
こ
れ
ら
の
諸
行
為
の
中
に
の
み
存
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
さ

て
､
そ
れ
故
に
､
満
た
さ
れ
た
時
間
は
'
長
-
'
満
た
さ
れ
て
い
な
い
時
間
は
短
い

垂
｡

過
去
と
未
来
が
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
､
自
然
科
学
の
地
平
に
お
い
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
よ
う
に
完
全
に
は
同
権
的
で
は

な
い
こ
と
は
､
十
分
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
が
過
去
を
優
遇
し
て
い
る
こ
と
は
､
ま

っ
た
-
明
ら
か
で
あ
る
｡
未
来
が

で
は
な
-
過
去
が
目
標
で
あ
る
こ
と
が
時
間
の
真
理
で
あ
る

(H
e
g
e
t
L970
f.9.抑
26t
Z
usatz
;
9,59)o
ど
こ
か
ら
､

◆2
+過
去
の

こ
の
よ
う
な
優
遇
を
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

｢過
去
主
義
｣
(p
assatism
us)
垂

へ
の
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
傾
向
､
そ

し
て
､
そ
の
結
果
'
即
ち
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
明
確
に
後
退
に
転
じ
た
姿
勢
'
そ
し
て
､
未
来
の
諸
威
力
に
取
-
組
む
こ
と

へ
の
彼
の
勿
論

た
だ
理
論
的
に
す
ぎ
な
い
拒
絶
が
生
じ
る
の
か

垂
｡
こ
の
傾
向
は
､
私
に
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
着
想
か
ら
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
着
想
に
よ
っ
て
､
歴
史
的
状
況
の
哲
学
的
概
念
把
握
は
､
こ
の
状
況
そ
の
も
の
に
従

っ
て
お
り
､
そ
し
て
'
如

何
な
る
よ
-
後
の
諸
展
開
を
先
取
-
し
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
再
び
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
､
客
観
的
精
神
に
対
す
る
絶
対
的
精
神
の
優
先
の

首
尾

一
貫
で
あ
る
｡

勿
論
､
こ
の
よ
う
な
優
先
が
ヘ
ー
ゲ
ル
的
形
式
に
お
い
て
保
持
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
は
､
私
が
こ
こ
で
論
じ
る

こ
と
が
で
き
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
｡

し
か
し
､
述
べ
ら
れ
る
べ
き
は
'
時
間
と
永
遠
性
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
規
定
で
あ
る
｡
永
遠
性
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と

っ
て
､
彼
の
悪
-
無

限
な
も
の
の
批
判
に
適
合
し
て
時
間
の
彼
岸
に
あ
る
の
で
は
な
い
｡
と
い
う
の
は
'
｢そ
の
と
き
に
は
､
永
遠
性
は
､
未
来
､
時
間
の

一
つ
の
契
機

へ
と
な
さ
れ
る
｣
(H
e
g
elt97
0
f
.

9.肪
2
58
A
n

m
e
rkun
g
‥

9.50
)
か
ら
で
あ
る
｡
永
遠
性
は
､
む
し
ろ
'
無
時
間
性

を
意
味
し
て
い
る
｡
こ
の
無
時
間
性
は
､
勿
論
､
完
全
に
時
間
に
お
い
て
現
象
す
る
こ
と
が
で
き
､
そ
し
て
､
現
象
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
永
遠
で
あ
る
の
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
'
そ
の
論
理
的
構
造
が
絶
対
的
な
も
の
を
実
在
化
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
､
従

っ
て
'



理
念
そ
し
て
精
神

(a
.a
.
0
.)
､
さ
ら
に
､
時
間
そ
の
も
の
の
概
念
で
あ
る

(H
e
g
et
L9
70
f.9
.∽
2
58
ZusatN
‥
9.50
)｡
永
遠
性
の
こ

の
よ
う
な
概
念
は
'
ど
ん
な
に
よ
り
長
-
さ
え
も
あ
る
持
続
と
も
鋭
-
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
反
対
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
そ

れ
ど
こ
ろ
か
'
幾
つ
か
の
箇
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

(H
e
g
e
l
t
970f,9
,8
258
Z
usatz
:
9
.5
)
:
抑
339

Zusa
tz
;
9
.34
4
;
)2
.

2
73
)､
ま
さ
に
有
限
な
も
の
と
劣
等
の
も
の
こ
そ
が
特
に
長
い
間
持
続
す
る
と
い
う
見
解
を
さ
え
持

っ
て
い
る
｡
◆
m
◆
例
え
ば
'
有

機
的
な
も
の
に
対
し
て
無
機
的
な
も
の
が
､
歴
史
的
諸
個
体
に
対
し
て
､
平
均
的
諸
個
体
が
そ
う
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
t
よ
り
大
き

い
完
全
性
が
む
し
ろ
弱
点
を
提
供
す
る
こ
と
で
も

っ
て
良
-
説
明
さ
れ
う
る
｡
永
遠
性
は
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
現
在
に
お
け
る
絶
対
的

理
念
の
活
動
で
あ
る
｡
｢永
遠
性
は
､
時
間
の
前
あ
る
い
は
後
に
あ
る
の
で
は
な
-
'
世
界
の
創
造
の
前
に
で
は
な
-
､
そ
し
て
､
世

界
が
滅
亡
す
る
時
に
あ
る
の
で
な
い
｡
そ
う
で
は
な
-
､
永
遠
性
は
絶
対
的
現
在
､
前
と
後
の
な
い
今
で
あ
る
｣
(H
e
g
e
l
L970
f.9.∽

2
4

7

Z
u
sat
z

:
9
.2
6
)
o

体
系
理
論
的
に
重
要
な

一
見
困
難
と
考
え
ら
れ
う
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
が
､
最
後
に
さ
ら
に
取
-
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
ヘ

ー

ゲ
ル
は
'

(
抑
258A
n
m
erk
un
g
に
お
い
て
)
空
間
を
客
観
性
と
､
時
間
を
主
観
性
と
比
較
し
て
い
る
｡
｢時
間
は
､
純
粋
自
己
意
識

の
lch
=
lnh
と
同
じ
原
理
で
あ
る
｡
し
か
し
､
自
我
あ
る
い
は
ま
だ
そ
の
完
全
な
外
面
性
と
抽
象
に
お
け
る
に
す
ぎ
な
い
単
純
な
概

念
で
あ
る
｣
(H
e
g
e
t
t9
70
f.9
.4
9
:
v
g
1.
3.584
;
)
2
.

103)｡
こ
の
主
張
は
ど
ん
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
か
｡
こ
の
意
味
を
理
解
す

る
た
め
に
､
た
し
か
に
決
し
て
明
確
に
は
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
し
か
し
数
倍
に
含
意
的
に
前
提
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
ヘ
ー

ゲ
ル
の
体
系
の
構
造
法
則
､
重
ね
ら
れ
た

(superponierten
)
諸
形
式
の
法
則
が
､
助
け
と
し
て
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
れ
に
応
じ
て
､
体
系
の
マ
ク
ロ
構
造
が
ミ
ク
ロ
構
造
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
'
空
間
は
自
然
の
最
初
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
､
そ
の
総
体
性
に
お
け
る
自
然
に
対
応
す
る
が
､
し
か
し
､
時
間
は
'
空
間
的

自
然
的
相
互
外
の
否
定
と
し
て
､
自
然
の
か
の
否
定
に
対
応
す
る
｡
自
然
の
か
の
否
定
が
､
精
神
で
あ
り
､
そ
し
て
'
全
て
の
外
面
性
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を
精
神
が
観
念
化
す
る
こ
と
が
'
時
間
と
い
う
第

一
の
最
も
抽
象
的
な
地
平
に
お
い
て
実
在
化
さ
れ
る
｡
そ
れ
故
に
､
精
神
は
､
空
間

164

よ
り
時
間
へ
と
強
い
密
接
な
関
係
を
持

っ
て
い
る
｡
精
神
的
な
内
容
の
発
展
は
'
歴
史
的
-
年
代
的
で
あ
り
､
地
理
的
で
は
な
い
｡
そ

れ
は
､
時
間
の
中
に
生
じ
る
の
で
あ
り
､
空
間
の
中
に
生
じ
る
の
で
は
な
い
｡
｢従

っ
て
､
理
念
が
自
然
と
し
て
空
間
に
お
い
て
自
身

を
開
示
す
る
よ
う
に
'
世
界
史
は
､

l
般
に
､
時
間
に
お
け
る
精
神
の
開
示
で
あ
る
｣
(H
e
g
e
t
t970fL
2
.9
6
f)0

時
間
と
精
神
と
の
こ
の
よ
う
な
本
質
の
親
近
性
に
お
い
て
'
こ
れ
も
ま
た
さ
ら
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､

人
間

へ
の
音
楽
の
と
て
つ
も
な
い
作
用
の
根
拠
が
あ
る
｡

◆

2-0
●
空
間
を
形
態
化
し
形
成
す
る
諸
芸
術
の
作
品
は
考
察
者
に
外
的
に
留
ま

っ
て
い
る
が
､
音
楽
は
､
例
え
ば
リ
ズ
ム
と
し
て
､
時
間
の
分
枝
化
さ
れ
た
構
造
化
と
し
て

.㍉

聞
き
手
の
魂
を
自
分
の
も
の
に
す

る

(H
e
gelt970f
L

5.)53
f)｡
聞
き
手
の
魂
の
な
か
で
音
楽
は
秩
序
付
け
ら
れ
た
時
間
と
し
て
た
だ
や
っ
と
そ
の
本
来
の
実
存
在
を

見
出
す
だ
け
で
な
-
､
全
体
の
共
振
を
も
ま
た
見
出
す
｡
と

い
う
の
は
､
｢時
間
は
､
主
観
そ
の
も
の
の
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

さ
て
､
時
間
は
､
〔
-

〕
そ
し
て
空
間
性
そ
の
も
の
が
で
な
-
､
〔
-

〕
本
質
的
な
エ
レ
メ
ン
-
を
分
け
与
え
､
こ
の
エ
レ
メ
ン
-

の
中
で
音
が
そ
の
音
楽
的
妥
当

へ
の
顧
慮
に
お
い
て
実
存
在
を
獲
得
し
､
そ
し
て
､
音
の
時
間
は
同
時
に
主
観
の
時
間
で
あ
る
の
だ
か

ら
､
音
は
､
す
で
に
こ
の
よ
う
な
基
礎
に
応
じ
て
自
己

へ
と
浸
透
し
､
自
己
を
､
そ
の
最
も
単
純
な
硯
存
在
に
応
じ
て
把
握
し
､
そ
し

て
'
自
我
を
時
間
的
な
運
動
に
よ

っ
て
そ
し
て
そ
の
リ
ズ
ム
に
よ

っ
て
運
動
の
中

へ
と
定
立
す
る

-
｣
(H
e
g
e
l
L9
70
f
L

5.)56f:

v

g
l.
)5.)64
)｡
さ
て
､
こ
の
よ
う
な
叙
述
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
然
哲
学
の
知
識
な
し
に
､
精
神
哲
学
の
お
け
る
議
論
を

-

こ
こ
で

は
'
例
え
ば
美
学
に
お
い
て
､
-

現
実
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
興
味
深
い
例
で
あ
る
｡

3

私
た
ち
は
､
空
間
概
念
に
と

っ
て
時
間
の
概
念

へ
の
移
行
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
に
､
時
間
概
念
に
と

っ
て
､
空
間
概
念

へ

の
退
化
が
構
成
的
に
留
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
見
た
｡
空
間
と
時
間
の
こ
の
よ
う
な
紘

.
は
､
今
､
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ



な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
そ
し
て
､
こ
れ
が
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
場
所
で
あ
-
､
場
所
は
､
紘

一
の
も
と
で
､
日
常
語
に
お
い
て
と
異

な
っ
て
'
空
間
的
か
つ
時
間
的
性
格
を
所
有
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
｢
こ
こ
と
今
の
統

l
J

(Hegelt9
70
f
.

9.∞
260
Z
usatN
‥
9.56)､

｢空
間
と
時
間
の
定
立
さ
れ
た
同

l
性
｣
(H
e
g
e
1
19
70
f.
9
.
肋
2
6
)
:

9.56)
で
あ
る
｡
し
か
し

､場
所
に
お
け
る
時
間
的
契
機
は
､

た
だ
場
所
が
変
化
す
る
と
き
に
の
み
実
働
的
で
あ
る
｡
或
る
も
の
が
絶
え
ず
同
じ
場
所
に
あ
る
な
ら
ば
'
私
た
ち
は
'
仝
-
に
､
時
間

座
標
を
示
す
こ
と
を
断
念
す
る
だ
ろ
う
｡
従

っ
て
､
場
所
は
'
時
間
に
お
い
て
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
､
こ
の
こ
と
は
､

私
た
ち
を
運
動
の
概
念

へ
と
導
-
｡
｢時
間
に
お
け
る
空
間
の
､
空
間
に
お
け
る
時
間
の
こ
の
よ
う
な
消
え
去
る
こ
と
と
再
生
す
る
こ

と
は
､
時
間
が
空
間
的
に
場
所
と
し
て
定
立
さ
れ
て
お
り
'
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
無
関
心
的
な
空
間
性
が
､
同
様
に
直
接
に
時
間
的

に
定
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
運
動
で
あ
る
｣

(a.a
.
〇.)｡
し
か
し
､
そ
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
た
運
動
概
念
は
､
絶
対
的
矛
盾
で
あ
る
｡

◆
2
+
こ
の
矛
盾
は
'
硯
存
在

へ
と
成
る
こ
と

(v
g
I.H
e
g
e
t
L9
70
f.
5
.
1
1
3
)
の
よ
う
に
､
静
止
的
な
統

l
へ
と
止
揚
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
､
こ
れ
は
､
｢直
接
に
同

I
的
に
現
存
在
し
て
い
る
両
者
の
統

∴

物
質
｣
(a
.a
.

0
.)
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う

な
困
難
な
移
行
は
､
変
化
が
同

一
性
を
前
提
し
､
従

っ
て
'
運
動
が
た
だ
自
己
同

一
的
に
持
続
す
る
動
か
さ
れ
た
或
る
も
の
を
根
拠
に

置
-
こ
と
の
も
と
で
の
み
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る

(v
g
l.H
e
g
e
l
t9
70
f
.

9.8
26L
Z
usatz
:
9.60)
と
い
う
反
省
に
よ
っ
て
納
得

の
い
く
も
の
と
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
観
念
的
な
直
接
性
か
ら
物
質
の
実
在
的
な
物
性

(D
iロ
g-icF
k
eit)
へ
の
こ
の
よ
う
な
移
行
は
'
悟
性
に

と

っ
て
､
存
在
か
ら
硯
存
在

へ
の
移
行
と
同
様
に
暴
力
的
な
ま
ま
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な

｢実
在
性
へ
の
観
念
性
の
移
行
｣
の
直
観
的

説
明
の
た
め
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
衝
撃
の
概
念
を
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
お
い
て
は
､
速
度
と
質
量
が
､
従

っ
て
或
る
観
念
的
な
も

の
と
或
る
実
在
的
な
も
の
が
､
そ
の
中
で

一
方
が
他
方
を
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
具
体
的
な
統

一
を
形
成
し
て
い
る
｡
｢煉

瓦
そ
れ
だ
け
は
､
人
間
を
撃
ち
殺
さ
ず
､
こ
の
よ
う
な
作
用
を
た
だ
獲
得
さ
れ
た
速
度
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
す
｡
即
ち
'
人
間
は
､
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空
間
と
時
間
に
よ

っ
て
撃
ち
殺
さ
れ
る

(H
e
g
e
l
L970
f,9.∽
26)A
n

m
erkung
‥
9.5
7
f)｡

運
動
は
､
見
た
よ
う
に
､
静
止
を
､
固
執
す
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
こ
と
は
､
た
だ
､
運
動
の
概
念
が
或
る
物

質
的
物
体
の
概
念

へ
と
通
じ
て
い
る
こ
と
の
み
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
､
或
る
動
か
さ
れ
た
物
体
が
自
身

へ
の
関
係
に
お
い
て

同
時
に
静
止
に
お
い
て
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
従

っ
て
'
物
体
は
､
た
だ
､
自
身

へ
の
関
係
に
お
い
て
同
様
に
静
止
に
お
い
て

あ
る
他
の
物
体

へ
の
関
係
に
お
い
て
の
み
動
か
さ
れ
て
い
る
｡
即
ち
､
運
動
は
､
相
対
的
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
運
動
の
相
対
性
原
理

は
t
G
･
ガ
リ
レ
イ
と
い
う
名
前
と
結
び
付
け
ら
れ
そ
し
て
す
で
に
ゼ
ノ
ン
の
飛
ぶ
矢
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
根
拠
に
あ
る
が
､
ヘ
ー
ゲ

ル
は
､
こ
の
相
対
性
原
理
に
､
-
2
6
1
の
補
遺

(H
e
g
e
l
L970.
9
.5
8
)
に
お
い
て
仝
-
簡
潔
に
言
及
し
て
い
る
.
へ
I
ゲ
ル
は
'

運
動
す
る
も
の
が
確
か
に
そ
の
場
所
を
変
化
さ
せ
る
が
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
絶
え
ず
た
だ
そ
の

〔自
分
の
〕
場
所

へ
の
み
到

達
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
従

っ
て
'
そ
れ
は
同
様
に
静
止
し
て
い
る
｡
そ
れ
故
に
､
静
止
と
運
動
は
､
相
関
的
概
念
で
あ
り
､

た
だ
相
互
へ
の
そ
れ
ら
の
関
係
に
お
い
て
の
み
意
味
を
与
え
る
｡

こ
の
関
連
に
お
い
て
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
す
で
に
伝
統
の
中
で
際
立
た
せ
ら
れ
た
円
環
運
動
を
取
-
上
げ
る
｡
円
環
運
動
に
お
い
て
､

-

本
来
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
還
帰
す
る
運
動
に
お
い
て
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

I
+諜
◆ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
こ
の

よ
う
な
相
関
性
そ
の
も
の
が
定
立
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る

(H
e
g
e
t
L970f
.

9.∽
261
Z
usatz
;
9
.5
9
:
V
gl
.肋
27
0
Z
usatz
:
9.)0))0

と
い
う
の
は
､
こ
こ
で
､
同
時
に
そ
の
場
所

へ
還
帰
す
る
運
動
が
'
あ
る
い
は
'
円
環
運
動
の
境
界
例
に
お
い
て
､
全
-
そ
の
場
所
に

留
ま

っ
て
い
る
､
従

っ
て
静
止
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
運
動
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
円
環
運
動
に
お

い
て
､
過
去
と
未
来
が
溶
か
し
合
わ
さ
れ
て
い
る
｡
円
環
運
動
は

｢時
間
の
諸
次
元
の
空
間
的
な
あ
る
い
は
存
立
す
る
統

一
で
あ
る
｡

点
は
､
そ
の
未
来
で
あ
る
と
こ
ろ
の
場
所

へ
と
向
か
い
､
そ
し
て
'
通
-
過
ぎ

(V
orbei)
で
あ
る
と
こ
ろ
の
点
を
去
る
｡
し
か
し
'

点
が
自
身
の
後
に
持
つ
と
こ
ろ
の
も
の
は
､
同
時
に
､
そ
こ
へ
点
が
や
っ
と
至
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
こ
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へ
と
点
が
到
達
す
る
と
こ
ろ
の
前

(V
o
r
)
の
も
と
に
､
点
は
､
す
で
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
｣
(H
e
gel
t970
f.
9
.
抑
26t
Z
usatz:
9
.

5
9
)

二
㌔

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
相
対
性
原
理
は
､
こ
れ
は
エ
ン
チ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
の

｢自
然
哲
学
｣
の
枠
に
お
い
て
ひ
ど
-
な
お
ざ
り

に
さ
れ
て
い
る
が
､
硯
代
の
自
然
科
学
の
立
場
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
と
興
味
を
起
こ
さ
せ
ら
れ
た
自
然
哲
学
と

っ
て
は
'
古
典
そ
し
て
相

対
論
的
力
学
の
根
本
原
理
と
し
て
､
へ
I
ゲ
ル
が
相
対
性
原
理
に
与
え
る
よ
り
注
意
深
い
分
析
に
値
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
と
い
う

の
は
'
或
る
も
の
が
相
対
性
原
理
を
邪
魔
し
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
相
対
性
原
理
に
応
じ
て
は
､
ま
さ
に
､
運
動
の
総
合
的
規
定

が
､
相
対
的
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
空
間
と
時
間
は
､
従

っ
て
､
運
動
の
諸
契
機
は
､
古
典
力
学
の
枠

に
お
い
て
絶
対
的
で
あ
る

(即
ち
座
標
系
不
変

(be
N
u

gSSyS【em
in
くariant)
)｡
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
把
握
が
訂

正
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
､
そ
し
て
､
ま
さ
に
相
対
性
原
理
の
内
的
弁
証
法
が
絶
対
的
な
非
相
対
的
運
動
の
要
請

へ
と
通
じ
て
い
る
か
が
､

D
･
ヴ
ァ
ン
ト
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー
の
論
文

｢
へ
I
ゲ
ル
の
自
然
哲
学
に
お
け
る

へ
物
質
)
と

(
光
)
の
カ
テ
ゴ
リ
I
｣
(D
ie
K
a
teg
o
rien

,M
a
terie
.
u
nd
,L
ich
t.
in
d
er
N
a
tu
rphilosophie
H
eg
els
)
の
対
象
で
あ
る
｡

討
議

(ロ
is
k
u
ss
io
⊃
)

1

7
ア
ル
ケ
ン
ブ
ル
グ

(Falkenburg)
貴
方
の
講
演
の
中
で
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
空
間
概
念
が

ニ
ュ
ー
ー
ン
の
空
間
概
念

へ
の
批
判
も

ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
空
間
概
念

へ
の
批
判
も
述
べ
て
い
る
と
い
う
話
が
あ

っ
た

｡
◆2-3
●そ
こ
で
､
私
は
､
こ
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に
外
観

で
き
る
か
を
ぜ
ひ
知
り
た
い
｡
と
い
う
の
は
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
'
彼
が
空
間
と
時
間
を
秩
序
付
け
る
諸
物

(D
in
g
e
)
と
把
握
す
る

と
き
､
全
-
に
空
間
と
時
間
を
物
質

へ
と
還
元
し
､
そ
し
て
､
ニ
ュ
ー
-
ン
は
､
い
わ
ば
物
質
の
た
め
の
容
器
で
あ
る
と
こ
ろ
の
絶
対

空
間
と
い
う
対
立
概
念
を
持

つ
か
ら
で
あ
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
今
両
者
を
批
判
し
て
い
る
｡
そ
の
際
に
何
が
出
現
す
る
の
か
｡

空
間
､
時
間
'
運
動

167



ヘ
ス
レ

(
H
a
s
le)
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
次
の
こ
と
が
言
わ
れ
う
る
｡

へ
I
ゲ
ル
は
､
ニ
ュ
ー
ー
ン
と
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
に
対
す
る

16

自
分
の
空
間
概
念
､
総
合
的
解
決
を
正
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
｡
私
は
､
こ
の
解
決
が
次
の
よ
う
に
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思

う
｡
空
間

(時
間
)
は
確
か
に
そ
の
真
理
に
応
じ
て
相
対
空
間

(相
対
時
間
)
で
あ
る
｡
し
か
し
､
さ
し
あ
た

っ
て
空
間
概
念

(と
時

間
概
念
)
を
導
入
し
そ
し
て
そ
の
次
に
運
動
を
越
え
て
個
別
的
物
質

へ
と
到
達
す
る
こ
と
は
'
自
炊
露
口学
の
論
理
的
展
開
に
お
い
て
必

然
的
で
あ
る
｡
私
た
ち
が
さ
ら
に
物
質
の
交
互
作
用

へ
と
､
従

っ
て
引
力

へ
と
至

っ
た
と
き
に
､
私
た
ち
は
､
空
間
を
振
-
近
-
'
そ

し
て
'
空
間
概
念
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
従

っ
て
､
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
に
対
し
て
､

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
彼
が
諸
物

(ロ
in
g
e
)
か

ら
出
発
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
第

l
の
自
然
哲
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
空
間
で
あ
る
と
思

っ
て
い
る
｡
後
で
初
め

て
､
こ
の
空
間
が
相
対
空
間
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
第

一
に
は
物
質
か
ら
出
発
し
な
い
｡

フ
ラ
イ
シ
ユ
ハ
ッ
カ
ー

(
コ
e
is
c
h
h
a
c
k
e
｢)

貴
方
は
､
私
た
ち
が
空
間
が
楕
円
的
で
あ
る
か
な
い
か
を
知
ら
な
い
と
言

っ
た
｡
こ

れ
は
何
ら
意
味
の
な
い
問
い
で
は
な
い
の
か
｡

ヘ
ス
レ

そ
れ
と
共
に
､
貴
方
は
､

一
般
に
ど
ん
な
計
量
諸
構
造
を
空
間
が
持

っ
て
い
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

○

を
た
ぶ
ん
可
能
で
あ
ろ
う
と
思

っ
て
い
る
｡
宇
宙
の
計
測
を
実
行
し
そ
し
て
三
角
形
の
角
の
和
を
1-0

[-
G
rad
]
よ
-
小
さ
い
こ
と

を
示
し
た
な
ら
ば
､
私
た
ち
は
､
空
間
の
双
極
性

へ
の
帰
結
を
､
光
伝
播
が
直
線
的
で
な
い
と
い
う
仮
定
に
よ

っ
て
避
け
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
仮
定
は
､
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
｡
実
際
に
､
ま
た
､
全
て
の
物
理
理
論
は
､
直
線
的
光
伝
播

を
仮
定
し
て
も

い
る
｡
こ
の
仮
定
は
､
ま
た
跨
蹄
な
-
な
さ
れ
う
る
｡
と
い
う
の
は
'
そ
の
否
定
は
経
験
的
に
意
味
の
な
い
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
検
証
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
私
は
､
最
も
単
純
な
諸
前
提
を
根
拠
に
置
き
そ
し
て
そ
れ
ら
に
従
う
こ
と

が
理
性
的
で
あ
り
､

-

し
か
も
形
式
的

(論
理
的
)
諸
根
拠
か
ら
で
な
-
､
形
而
上
学
的
諸
根
拠
か
ら
そ
う
で
あ
る
と
考
え
る
｡

◆
謝
◆
と
こ
ろ
で
､
似
た
こ
と
が
､
そ
れ
も
ま
た
循
環
な
し
に
は
導
入
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
時
間
計
測
に
対
し
て
あ
る
o



私
た
ち
は
､
最
も
単
純
な
自
然
諸
法
則

へ
と
通
じ
て
い
る
と
こ
ろ
の
時
間
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

フ
ラ
イ
シ
ユ
ハ
ッ
カ
ー

こ
こ
に
､
補
足
的
な
問
題
が
あ
る
｡
貴
方
は
､
す
で
に
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
は
そ
の
も
と
で
曲
率
が

O
で
あ
る
特
殊
な
場
合
で
あ
り
､
そ
し
て
'
空
間
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
に
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
た
め
に
は
'
私
た
ち
は
絶
対
的
に
正

確
な
諸
測
定
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言

っ
た
｡
し
か
し
､
こ
の
こ
と
は
'
物
理
的
諸
前
提
の
た
め
に
､
不
可
能
で
あ
る
｡
従

っ

て
､
空
間
が
物
理
的
諸
前
提
の
た
め
に
楕
円
的
あ
る
い
は
双
曲
的
で
あ
る
な
ら
ば
､
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
が
､
し
か
し
､
空
間
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
で
あ
る
な
ら
ば
､
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
決
し
て
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

ヘ
ス
レ

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
が
特
別
扱

い
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
れ
を
確
定
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
は
無
限
で
あ
る
か
ら
､
私
た
ち
は
､
決
し
て
終
わ
-
に
至
る
こ
と
は
で
き
ず
､
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
､
ど
こ
か
の
点
に
お
い
て
ま
だ
曲
率
が
出
現
す
る
こ
と
を
決
し
て
排
除
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
､
私
に
は
､

非
確
定
性
は
､
空
間
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
性
に
反
対
す
る
十
分
に
考
察
の
価
値
あ
る
論
拠
で
あ
る
と
思
え
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

私
は
､
意
味
あ
る
問
い
は
経
験
的
に
異
論
の
余
地
な
-
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
問
い
の
み
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
拒
絶
し
た
い
｡

そ
れ
は
､
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
拒
絶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
見
解
で
あ
る
｡

ギ
ー
ス

(G
ie
s
)

曲
率
は
､
局
所
的
で
も
あ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
次
元

(D

iヨ
enSio
n
a】it邑

に
つ
い
て
は
､
何
も
言
わ

れ
て
い
な
い
｡
空
間
が
3
次
元
で
あ
る
な
ら
ば
､
空
間
は
､
第

4
あ
る
い
は
第

5
次
元
に
お
い
て
双
曲
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
幾

何
学
は
そ
の
あ
と
で
埋
め
込
ま
れ
う
る
｡

フ
ラ
イ
シ
ュ
ハ
ッ
カ
ー

そ
の
と
お
り
だ
､
し
か
し
'
物
理
的
空
間
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て

そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
｡
そ
れ
は
､
そ
れ
自
身
経
験
的
な
問
い
で
は
な
い
の
か
｡
そ
し
て
､
そ
の
と
き
に
'
如
何
な
る
経
験
的
決
定
可

能
性
も
な
い
な
ら
ば
､
こ
の
よ
う
な
経
験
的
問
い
は
意
味
の
な
い
も
の
で
な
い
の
か
｡

空
間
､
時
間
､
運
動
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ヘ
ス
レ

経
験
的
な
問
い
と
し
て
は
'
そ
の
と
お
り
｡
哲
学
的
な
問
い
と
し
て
は
､
ち
が
う
｡
と
い
う
の
は
､
自
然
科
学
は
'
原
理

170

的
に
経
験
的
に
で
な
-
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
'
し
か
し
､
経
験
的
研
究
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
る
諸
前
提
か
ら
出
発
す
る
か

ら
で
あ
る
｡
空
間
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
性
の
問
い
は
そ
の
よ
う
な
問
い
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
◆
2-5
◆
私
は
､
経
験
的
に
決
定
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
問
い
の
も
と
で
も
'
し
か
し
､
そ
の
解
決
に
は
経
験
的
理
論
の
発
展
に
と
っ
て
非
常
に
多
-
の
も
の
が
依
存
し
て

お
り
､
従
っ
て
､
ま
た
そ
の
よ
う
な
問
い
の
も
と
で
も
､
概
念
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
或
る
こ
と
を
言
う
こ
と
が
十
分
に
意
味
あ
る
も
の

で
あ
り
う
る
と
い
う
見
解
を
持
っ
て
い
る
｡

フ
ラ
イ
シ
ユ
ハ
ッ
カ
ー

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
､
正
し
い
哲
学
的
答
え
は
､
今
日
の
自
然
科
学
に
基
づ

い
て
は
､
全
空
間
が
ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
性
あ
る
い
は
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
性
に
対
し
て
無
関
心
的
に
あ
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
｡

討
議

Ⅱ

x

私
は
､
ミ
ユ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
ー
ト
リ
レ
ン
マ

(M

g
chhausen･T
rilem
m
a
)
と
は
何
な
の
か
を
質
問
し
た
い
｡

ヘ
ス
レ

私
は
'
そ
れ
が
､
ド
イ
ツ
と
同
様
に
､
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
仮
定
し
た
｡
そ
れ
故
に
､
私
は
､

そ
れ
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
-
は
叙
述
し
な
か
っ
た
｡
こ
の
ー
リ
レ
ン
マ
は
､
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
私
た
ち
は
､
如
何
な
る
絶

対
的
認
識
も
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
私
た
ち
は
'
絶
え
ず
諸
前
提
か
ら
出
発
す
る
か
､
あ
る
い
は
'
こ
の
よ
う
な
諸

前
提
を
根
拠
付
け
る
こ
と
を
試
み
る
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
こ
と
は
､
無
限
進
行
へ
と
あ
る
い
は
循
環
へ

と
通
じ
て
い
る
｡

ト
ス

(一〇壬
)

こ
の
比
唯
は
'
常
に
､
ヒ
ル
ペ
ル
ー
な
ど
に
対
し
て
､
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
学
派
に
よ
っ
て
使
わ
れ
､
従

っ
て
､
ヒ
ル

ベ
ル
ト
の
諸
努
力
は
'
彼
が
､
頭
髪
に
お
い
て
自
分
自
身
を
引

っ
張
る
と
い
う
ミ
ユ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
行
為
を
実
行
す
る
で
あ
ろ
う
こ



と
で
も

っ
て
滑
稽
な
も
の
と
な
さ
れ
る
｡

ヘ
ス
レ

と
こ
ろ
で
､

H
･
1
･
ク
レ
ー
マ
-

(P
ro
f.H
.J
.K
ram
e
r
)
は
､
最
近
､
ト
リ
レ
ン
マ
が
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
の
ア
カ
デ

メ
イ
ア
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
た
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
重
要
で
あ
る
の
は
最
終
根
拠
付
け
の
全
て
の
代
表
者
は
'
こ
の
よ

う
な
ー
リ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
知

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
例
え
ば
古
代
懐
疑
論
に
つ
い
て
の
彼
の
諸
講
義
に
お
い
て
こ

の
よ
う
な
ー
リ
レ
ン
マ
を
取
り
扱

っ
て
い
る
O
そ
れ
故
に
'
こ
の
ミ
ユ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
I
ー
リ
レ
ン
マ
が
観
念
論
的
哲
学
を
そ
の
最
終

根
拠
付
け
要
求
で
も

っ
て
論
駁
し
た
こ
と
は
､
極
め
て
不
合
理
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
真
理
は
､
む
し
ろ
'
こ
の
よ
う
な
ー
リ
レ

ン
マ
が
､
反
省
的
根
拠
付
け
の
諸
構
造
で
あ
る
の
で
は
な
く
､
反
省
的
根
拠
付
け
諸
構
造
が
､
哲
学
史
に
お
い
て
､
正
確
に
ミ
ユ
ン
ヒ

ハ
ウ
ゼ
ン
ー
ー
リ
レ
ン
マ
へ
の
解
答
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡

討
議

Ⅲ

●
2-6
●
ヘ
ス
レ

ヴ
ア
ン
ー
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー
さ
ん
'
貴
方
は
､
質
が
量
よ
り
抽
象
的
な
規
定
で
あ
り
､
そ
し
て
'
質
が
そ
の
た
め
に
正

当
に
も
先
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
注
意
を
な
し
た
｡
そ
れ
に
つ
い
て
､
私
は
'
こ
こ
で
'
た
だ
全
-
簡
単
に
次
の
こ
と
を
ス
ケ

ッ
チ

す
る
だ
け
に
し
た
い
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
に
は
､

2
つ
の
質
概
念
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
も
'
私
た
ち
は
､
存
在
､
軽
､
成
､
硯

存
在
を
持

っ
て
い
る
｡
従

っ
て
､
硯
存
在
は
､
他
者
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
こ
で
､

私
た
ち
は
､
規
定
さ
れ
た
存
在
=
質
的
存
在
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
こ
こ
で
､
質
は
､
単
純
に
'
規
定
性
を
意
味
し
て
い
る
｡

今
､
私
は
､
貴
方
に
､
正
し
-
､
規
走
性
そ
の
も
の
が
量
よ
-
普
遍
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
｡

さ
て
､
非
量
的
な
規
走
性
の
形
式
も
ま
た
あ
り
､
そ
し
て
､
そ
れ
を
､

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
質
と
も
言
う
｡
そ
の
結
果
､
質
は
'
類

(規

定
性

一
般
)
を
も
､
種

(非
量
的
な
も
の
､
従

っ
て
質
的
規
走
性
)
を
も
示
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
第
二
の
質
は
'
私
の
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考
え
で
は
､
量
に
応
じ
て
取
-
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

従

っ
て
､
私
に
と

っ
て

〔
-

〕
し
か
し
た
だ
実
在
哲
学
と
の

一
致
の
た
め
の
み
で
な
-

〔
-

〕
ま
た
極
め
て
意
味
深
い
も
の
と

思
え
る
と
こ
ろ
の
順
序
は
､
規
走
性

一
般
､
量
'
質
と
い
っ
た
､
-

そ
の
他
に
Ⅰ
･
H
･
フ
ィ
ヒ
テ

(F
ic
h
te
)
の

｢存
在
論
｣
に

お
い
て
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
順
序
で
あ
ろ
う
｡
量
-
質
と
い
う
順
序
の
論
理
的
根
拠
は
､
質
に
お
い
て
初
め
て
差
別
が
ま
じ
め
に
取

-
扱
わ
れ
る
こ
と
に
あ
る
｡
量
に
お
い
て
は
'
仝
-
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
､
例
え
ば
､
そ
れ
ぞ
れ
の
数
は
､
真
に
は
'
正
確
に
他
の

数
と
同
じ
も
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
4
は
3
の
次
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
4
は
､
同
様
に
､
或
る
次
を
持

つ
､
等
々
｡
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討
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Ⅳ

ヴ
工
ル
セ
ロ
ー
ネ

(<
e
rce
ニo⊃
e
)

数
学
は

ヘ
ー
ゲ
ル
の
作
品
に
お
い
て
論
理
的
な
場
所
に
､
あ
る
い
は
実
在
的
な
場
所
に
属
し

て
い
る
の
か
｡

ヘ
ス
レ

自
然
哲
学
に
お
い
て
､
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
そ
の
当
惑
を
表
現
し
て
い
る
箇
所

(
∽
259
Zusatz
)

が
あ
る
｡
ヘ
ー

ゲ
ル
は
､
数
学
の
哲
学
は
或
る
論
理
的
な
も
の
か
あ
る
い
は
或
る
実
在
哲
学
的
な
も
の
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
言
う
｡
-

し
か
し
､

一
体
こ
れ
は
何
か
｡
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
､
次
の
よ
う
に
論
拠
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡
◆
2-7
◆
自
然
は
理
念
の
そ
の
他
者

へ
の
外
化
で
あ
る
｡
し
か
し
'
理
念
は
､
勿
論
､
そ
の
他
者
に
お
い
て
も
現
在
し
て
い
る
｡
理
念
が
そ
の
他
者
に
お
い
て
現
在
し
て
い

る
限
-
で
､
こ
の
よ
う
な
他
者
も
ま
た
､
何
か
或
る
あ
-
万
で
論
理
的
に
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
欠
損
し
た

論
理
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
弁
証
法
的
論
理
学
､
自
身
に
お
い
て
最
終
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
｢論

理
学
の
学
｣
に
対
抗
す
る
こ
の
よ
う
な
欠
陥
的
論
理
学

(d
efiNi
ente
L
o
gik
)
は
､
数
学
的
論
理
学
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
論
述
は
､

確
か
に
､
自
然
の
法
則
性
の
問
題
も
ま
た
そ
こ
で
取
-
扱
わ
れ
て
属
し
て
い
る
よ
う
に
自
然
哲
学
の
始
め
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
で
あ
ろ
う

-

こ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
当
て
は
ま

っ
て
い
な
い
｡
こ
の
た
め
に
､
ま
た
､
世
界

の
数
学
化
可
能
性
が
'
ヘ
ー
ゲ
ル
が
し
ば
し
ば
言
う
よ
う
に
､
精
神

へ
の
展
開
に
お
い
て
減
少
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
｡
物

理
学
は
､
ま
だ
､
良
-
数
学
化
可
能
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
化
学
に
お
い
て
す
で
に
そ
の
よ
う
に
簡
単
に
は
数
学
化
可
能
で
は
な
い
諸

物

(ロ
ing
e
)
が
登
場
し
､
そ
し
て
､
生
物
学
そ
し
て
体
系
理
論
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
-

部
分
的
な
数
学
化
が
勿
論
可
能

で
あ
る
と
し
て
も
｡
私
は
､
諸
微
分
方
程
式
を
､
開
放
系
と
し
て
の
有
機
体
と
し
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
､
最
後
に
､
精

神
は
､
ま
さ
に
精
神
に
お
い
て
主
題
と
な
る
と
こ
ろ
の
反
省
に
よ

っ
て
数
学
の
論
理
学
そ
の
も
の
が
克
服
さ
れ
る
の
だ
か
ら
､
最
も
数

学
化
さ
れ
え
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
を
ま
さ
に
心
理
学
の
数
学
的
-
統
計
学
的
諸
仕
事
は
諸
々
の
否
定
的
な
も
の
へ
と
示
し
て
い
る
｡

ヴ
ィ
ツ
ト

ー
ネ

(V
itto
ne
)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
数
学
は
本
質
的
に
悟
性
の
学
で
あ
る
と
言
う
｡
し
か
し
'
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
例
え

ば
微
積
分
法

へ
の
関
係
に
お
い
て
た
だ
弁
証
法
の
み
が
数
学
の
こ
の
よ
う
な
部
分
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言

っ
て
い
る
幾
つ
か

の
箇
所
が
論
理
学
に
あ
る
｡
貴
方
は
悟
性
と
数
学
の
間
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
｡

ヘ
ス
レ

ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
影
響
は
'
カ
ン
ー
ー
ル

(C
a
n
to
r
)
の
も
と
で
見
出
さ
れ
う
る
｡
そ
れ
に
お
い
て
集
合
論
を
根
拠
付
け

る
と
こ
ろ
の
彼
の
諸
仕
事
に
お
い
て
'
カ
ン
ー
-
ル
は
､
明
確
に
､
ア
リ
ス
ー
テ
レ
ス
に
対
し
て
､
彼
が
最
も
重
要
な
代
表
者
と
し
て

ク
サ
ー
ヌ
ス

(C
u
s
a
n
u
s
)
と
ブ
ル
ー
ノ

(B
runo)
を
挙
げ
る
と
こ
ろ
の
伝
統
を
引
き
合

い
に
出
す
｡
ク
ザ
-
ヌ
ス
と
ブ
ル
ー
ノ
は
､

確
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
着
想
の
先
駆
者
と
し
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
今
貴
方
の
問
い
に
応
じ
る
た
め
に
､
私
が
､
実
際
に
､
現
実

的
に
無
限
な
も
の
の
概
念
が
理
性
概
念
で
あ
-
そ
し
て
如
何
な
る
悟
性
概
念
で
も
な
い
と
思

っ
て
い
る
と
し
よ
う
｡
そ
し
て
､
そ
れ
故

に
､
私
は
､
連
続
性
公
理

(s
tetigkeitspostu)at)､
従

っ
て
､
ヒ
ル
ペ
ル
ー
の
『幾
何
学
の
諸
基
礎
』
(G
rundlag
ender
G
eom
etrie)

に
お
い
て
は
'
20
番
公
理
は
お
そ
ら
-
概
念
か
ら
演
緯
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
持

っ
て
い
る

.
◆
独
◆
と
い
う
の
は
､

確
か
に
､
例
え
ば
或
る
線
分
が
超
加
算
に
無
限
に
多
く
の
諸
点
か
ら
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
悟
性
に
と

っ
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
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で
あ
る
が
､
し
か
し
､
無
限
性
が
有
限
な
区
間
に
お
い
て
現
在
し
て
い
る
こ
と
は
､
ま
さ
に
悪
ふ
ざ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
無
限
な

174

も
の
が
有
限
な
も
の
に
お
い
て
現
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
構
造
は
､
私
に
は
､
連
続
概
念
に
お
け
る
哲
学
的
に
魅
惑
的
な
も

の
で
あ
る
と
思
え
る
｡
有
限
な
も
の
に
お
け
る
無
限
な
も
の
の
現
在
で
あ
る
｡

ギ
ー
ス

た
だ
し
､
こ
の
よ
う
な
無
限
な
も
の
は
点
多
様
性
を
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
そ
れ
は
､
統

一
へ
と
､
私
も
同
様
に

言
う
で
あ
ろ
う

ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
連
続
性
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
と
は
融
合
さ
れ
な
い
｡

ヘ
ス
レ

従

っ
て
､
貴
方
は
､
こ
の
よ
う
な
連
続
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
に
お
け
る
空
間
の
連
続
に
対
し
て
ま
だ
欠
損
的
で
あ
る
と

言
う
だ
ろ
う
｡

ト
ス

ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
､
連
続
は
､
ま
だ
ア
リ
ス
ー
テ
レ
ス
の

(
S
y
n
ecFesV
の
'
関
連
す
る
点
多
様
性
の
意
味
に
お
い
て

あ
る
｡

ギ
ー
ス

ア
リ
ス
ー
テ
レ
ス
に
お
け
る
こ
の

(
S
y
n
ecFesVは
､
や
は
り
､
2
つ
の
定
義
を
持

っ
て
い
る
｡
(
to
perashen
Vt
即

ち
､
2
つ
の
物

(D
in
g
e
)
の
限
界
'
そ
の
最
も
際
立

っ
た
も
の
が

一
者

(e
in
s
)
で
あ
る
こ
と
と
取
る
な
ら
ば
､
こ
れ
は
た
だ
連
続

的
な
も
の
の
局
所
的
定
義
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
連
続
は
､
そ
の
も
と
で
そ
れ
か
ら
移
行
さ
れ
る
も
の
と
そ
れ

へ
と
移
行
さ
れ
る
も
の
は

同

一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
移
行
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
こ
と
は
､
た
だ
或
る
点
に
対
し
て
の
み
妥
当
し
て
い
る
｡
こ

の
よ
う
な
連
続
性
は
'
た
だ
点
的
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
､
ま
だ
十
分
に
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
連

続
性
の
日
常
語
的
表
象
に
お
い
て
意
味
さ
れ
て
い
る
も
の
､
鏡
の
よ
う
に
滑
ら
か
に
磨
か
れ
て
い
る
鉄
板
の
よ
う
な
或
る
延
長
し
た
も

の
で
は
な
い
｡
鉄
板
は
延
長
的
で
あ
る
｡
私
た
ち
は
そ
れ
を
知

っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
私
た
ち
が
そ
の
上
に
立

っ
て
い
る
と
き
に
､
私

た
ち
は
､
も
は
や
'
鉄
板
に
立

っ
て
い
る
の
か
あ
る
い
は
か
の
点
に
立

っ
て
い
る
の
か
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
延
長
さ
れ
て

い
る
連
続
に
お
い
て
､
そ
れ
が
ど
ん
な
意
味
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
う
る
と
き
に
､
諸
点
も
ま
た
規
定
さ
れ
る



こ
と
が
で
き
る
｡
私
は
､
こ
こ
か
あ
る
い
は
こ
こ
に
立

っ
て
い
る
｡
私
は
絶
え
ず
い
ず
れ
か
ど
こ
か
の
こ
こ
に
立

っ
て
い
る
｡
し
か
し
'

私
は
､
こ
れ
ら
の

｢
こ
こ
｣
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
そ
れ
ら
は
同

l.
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､

ま
た
'
永
遠
性
概
念
'
そ
れ
を

ヘ
ー
ゲ
ル
が
マ
イ
ス
タ
ー
･
エ
ッ
ク
ハ
ル
ー

(M
e
isterE
c
k
a
rt)
か
ら
引
き
継
ぐ
と
こ
ろ
の
永
遠
-

今
の
も
と
で
も
同
様
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
正
確
に
は
､
連
続
の
間
隔

(die
D

istanz
ein
esK
o
ntiコ
uu
m
S)
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
数

学
的
で
は
な
く
､
実
数
集
合
を
､
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
超
限
集
合
を
も
､
さ
ら
に
越
え
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
全
-
に
論
理
学
に
お
い
て
す

で
に
あ
る
｡
●
2-9
◆
ア
ト
ム
論
批
判
で
あ
る
｡
諸
ア
ト
ム
は
､
そ
れ
ら
は
相
互
に
外
的
に
あ
る
か
ら
､
そ
の
間
の
あ
り
き
た
り
な
軽
と
区

別
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
或
る
ア
ー
ム
は
'
他
の
ア
ー
ム
で
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
或
る
ア
ト
ム
は
､
他
の
ア
ト
ム
で
あ
る
｡
そ
の
限

り
､
そ
れ
ら
は
連
続
的
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
が
､
私
た
ち
が
数
学
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
延
長
さ
れ
た
連
続
で
あ
る
｡

日
常
語
に
お
い
て
､
私
た
ち
の
表
象
に
お
い
て
､
私
た
ち
は
､
こ
の
よ
う
な
概
念
を
絶
え
ず
持

っ
て
い
る
｡
例
え
ば
､
こ
の
講
演
の
持

続
は
或
る
連
続
性
で
あ
る
｡

x
数
学
は
'
こ
の
よ
う
な
概
念
を
よ
-
理
解
し
て
い
る
｡
と
い
う
の
は
､
こ
れ
は
､
カ
ン
-
1
ル
の
集
合
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
｡

一
つ
の
要
素
は
､
他
の
要
素
か
ら
､
た
だ
そ
れ
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
区
別
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
如
何
な

る
他
の
こ
と
に
お
い
て
で
は
な
い
｡
私
た
ち
は
､
ま
さ
に
諸
要
素
の
未
規
走
性
を
集
合
に
お
い
て
数
学
的
に
客
観
化
す
る
こ
と
が
で
き
､

こ
の
集
合
と
連
続
理
論
と
の
独
立
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
連
続
理
論
に
お
い
て
は
'
私
た
ち
が
ど
ん
な
要
素
を
持

っ
て
い
る

か
が
理
論
に
お
い
て
未
規
定
な
も
の
と
し
て
確
定
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
可
能
で
あ
る
｡

討
議

Ⅴ

ヴ
ア

ン

ト
シ

ユ
ナ
イ
ダ

ー

(
W

a
nd
schne
id
e
r
)

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
､
ま
だ
､
何
に
お
い
て
論
理
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
自
然
哲
学
的
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カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
区
別
さ
れ
る
か
と

い
う
問

い
に
対
し
て
何
か
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
｡
し
か
し
､
そ
の
際
に
､
自
然
哲

176

学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
で
新
た
な
も

の

(
N
o
v
u
m
)
が
現
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
さ
て
､
お
そ
ら
く
､
自
然
哲
学
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
論
理
的
な
も

の
の
外
化
に
お
い
て
登
場
す
る
と
こ
ろ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
論
理
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
あ
る
｡
し
か
し
､
他
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
領
域
は
､
論
理
的
な
も
の
の
外
化
に
よ

っ
て
特
徴
付

け
ら
れ
て
い
る
｡
新
た
な
も

の

(N
o
<
u
m
)
は
､
硯
存
在
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
と
共
に
､
同
時
に
､
論
理
的
な
も

の
へ
の
関

係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

ペ
ト
リ
ー

し
か
し
､
自
然
哲
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
､
少
し
事
を
捕
ら
え
そ
こ
な

っ
て
い
る
｡
言
葉
に
お
け

る
判
明
性
を
持
と
う
と
す
る
な
ら
ば
､
私
た
ち
は
､
論
理
学
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
取
-
扱

い
､
そ
し
て
､
次
に
､
自
然
哲
学
が
何
を
取
り

扱
う
か
を
問
う
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
と

い
う
の
は
､
植
物
､
動
物
､
地
質
学
な
ど
は
､
そ
れ
自
身
､
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
､

私
は
'
そ
れ
ら
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
､
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
用
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
私
た
ち
は
'
他
の
諸
規
定
を
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
呼
ぶ
｡
と

い
う
の
は
､
そ
れ
ら
は
心
理
学
､
政
治
学
'
宗
教
哲
学
に
お
い
て
も
使
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る

｡
●2-0
◆そ
れ
故
に
､

私
た
ち
は
こ
れ
ら
を
普
遍
範
晴

(U
n
i
versatia
K
ateg
o
rien)
と
呼
ぶ
｡
そ
れ
故
に
､
そ
れ
ら
は
､
学

の

7
つ
の
部
分
に
お

い
て
取

り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
､
そ
の
あ
と
'
そ
れ
ら
は
､
学
に
お
け
る
い
た
る
と
こ
ろ
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
､
貴
方
が
自
然
哲
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
事
を
混
乱
さ
せ
る
｡

ヴ

ア
ン
ト
シ

ユ
ナ
イ
ダ

ー

そ
れ
な
ら
､
如
何
な
る
言
葉
を
､
貴
方
は
､
こ
こ
で
提
案
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡

ペ
ト
リ
ー

私
は
､
た
だ
､
自
然
哲
学
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

い
う
言
葉
を
避
け
る
こ
と
の
み
を
提
案
す
る
で
あ

ろ
う
｡
似
た
問
題
は
､

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
応
用
数
学
の
位
置
付
け
で
あ
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
当
時
の
人
々
が
純
粋
数
学
と
応
用
数
学

の
間
の
区
別
を
十
分
に
判
明
に
は
し
な
か

っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
数
学
の
哲
学
は
'
論
理
学
に
お
い
て
局



所
化
さ
れ
て
い
る
と
一事
つ
こ
と
が
で
き
る
｡
と
い
う
の
は
､
そ
れ
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
な
全
-
抽
象
的
事
柄
と
し
て
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
､
そ
し
て
､
実
在
的
世
界
に
関
係
す
る
事
柄
と
し
て
は
見
な
さ
れ
て
ほ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
数
学
は
､
応
用
可
能
で
あ
る

が
､
し
か
し
､
自
分
自
身
に
お
い
て
の
み
と
し
て
は
､
純
粋
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
事
柄
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
と

き
､
次
の
問
題
が
生
じ
る
｡
即
ち
､
数
学
は
化
学
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
が
､
し
か
し
'
-

こ
の
こ
と
は
ゲ
ー
テ
も

ま
た
言

っ
て
い
る
-

実
在
的
学
に
お
け
る
応
用
の
も
と
で
は
他
の
諸
物

(D
in
g
e
)
も
ま
た
役
割
を
演
ず
る
こ
と
を
意
識
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
こ
と
を

ヘ
ー
ゲ
ル
が
認
め
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
役
割
は
､
ま
た
､
体
系
的
に
考
え
抜
か
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
取
り
違
え
る
こ
と
は
､
と
て
も
ひ
ど
い
こ
と
で
あ
る
｡
数
学
に
お
け
る
事
の
核
は
抽
象
的
で
あ
り
､
そ
れ

故
に
'
論
理
学
に
お
い
て
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
-
､
自
然
哲
学
に
お
い
て
で
は
な
い
｡

ヘ
ス
レ

私
は
､
先
に
数
学
に
つ
い
て
述
べ
た
と
き
､
ま
ず
第

..
に
純
粋
数
学
を
考
え
た
｡
応
用
数
学
の
範
囲
に
こ
の
よ
う
な
表
現

を
ま
さ
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が
限
度
の
学
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
が
数
え
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､

こ
の
こ
と
は
､
私
た
ち
が
純
粋
数
学

へ
と
制
限
さ
れ
る
と
き
に
､
数
の
概
念
が
論
理
学
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
'
そ
し
て
､
幾
何
学
の
根

本
概
念
が
自
然
哲
学
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
妨
害
す
る
も
の
で
あ
-
続
け
る
｡
数
学
の
古
典
的
哲
学
に
お
い
て
､
数
学
は
'

算
術
と
幾
何
学
と
い
う

2
つ
の
部
を
持

っ
て
い
る
｡
或
る
意
味
に
お
い
て
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
以
来
に
は
､
さ
ら
に
微
分
計
算
と
積
分
計

算
が
そ
こ
へ
と
数
え
入
れ
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
◆
2-1
◆
そ
れ
に
し
て
も
､
算
術
､
微
分
計
算
と
積
分
計
算
の
諸
基
礎
が
論
理

学
に
お
い
て
､
そ
し
て
'
幾
何
学
の
諸
基
礎
が
自
然
哲
学
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
い
ら
い
ら
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡

ヘ
ー
ゲ

ル
自
身
は
､
時
間
章
に
お
い
て
算
術
に
も
う

一

度
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
こ
の
こ
と
に
同
意
し
た
｡

ペ
ト
リ
ー

私
は
､
問
い
た
い
｡
当
時
の
幾
何
学
の
諸
原
理
が
定
量
の
論
理
学
に
お
い
て
は
取
-
扱
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
の
は
本
当
な
の
か
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
行
わ
な
か

っ
た
が
､
し
か
し
､
私
は
､
そ
れ
を
体
系
的
に
見
て
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
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る
と
思
う
｡
私
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
が
本
来
的
に
問
題
を
空
間
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
箇
所
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
｡
し
か
し
､

私
は
､
そ
れ
を
純
粋
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
な
事
柄
と
し
て
論
理
学
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
が
体
系
的
に
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と

田
山
､つ
｡

ヘ
ス
レ

論
理
学
に
お
け
る
限
界
の
論
の
も
と
で
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
点
か
ら
線
､
面
そ
し
て
空
間
へ
の
移
行
に
言
及
し
て
い
る
｡
し

か
し
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
'
そ
こ
で
'
な
ぜ
3
次
元
で
も

っ
て
終
わ
っ
て
い
る
か
を
証
明
し
て
い
な
い
｡
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
は
､
ヘ

ー
ゲ
ル
は
絶
対
的
理
念
を
必
要
と
す
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
注
意
は
､
そ
こ
で
は
完
全
に
定
立
的

(tF
etisch
)
で
あ
る
｡

さ
ら
な
る
問
題
が
､
私
に
は
､
論
理
学
の

一
部
が
､
即
ち
量
章
が
､
或
る
種
の
下
位
科
学
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
に
お
い

て
､
へ
I
ゲ
ル
の
も
と
で
論
理
学
に
お
け
る
異
常

(A

nomal
ie
)
が
登
場
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡
こ
の
こ
と
は
他
の
箇

所
で
は
当
て
は
ま

っ
て
い
な
い
｡

ペ
ト
リ
ー

し
か
し
､
な
ぜ
､
貴
方
は
､
こ
れ
を
異
常
で
あ
る
と
見
る
の
か
｡
私
は
､
そ
こ
で
数
学
の
普
遍
的
問
題
が
体
系
的
に
論

じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
見
出
す
｡
私
は
､
こ
の
章
が
非
常
に
詳
細
で
あ
り
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
領
域
に
他
の
領
域
以

上
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
例
え
ば

ヘ
ー
ゲ
ル
が
論
理
計
算
に
関
し
て
す
る
も
の
と
比
較

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
諸
事
物

(D
in
g
e
)
も
ま
た
異
常
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
し
か
し
な
ぜ

異
常
な
の
か
｡
し
か
し
､
そ
れ
ら
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
'
仝
-
自
然
で
あ
る
｡
さ
も
な
け
れ
ば
ど
こ
で

と
い
う
の
か
｡

ヘ
ス
レ

仝
プ
ラ
-
ン
的
伝
統
に
お
い
て
､
数
学
的
諸
概
念
が
純
粋
に
論
理
的
諸
事
物

(D
in
g
e
)
と
物
質
的
諸
事
物

(D
in
g
e
)

と
の
或
る
種
の
中
間
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
｡
従

っ
て
､
そ
こ
で
は
､
数
学
は
､
論
理
学
に
も
実
在
哲
学
に
も
属
し
て
い
な
い
｡

論
理
学
に
お
い
て
保
守
さ
れ
る
そ
の
方
法
か
ら
完
全
に
異
な

っ
て
い
る
学
を
論
理
学
の
唯

一
の
部
分
に
分
類
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
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と
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
困
難
な
ま
ま
で
あ
る
｡
◆
2-2
◆
｢論
理
学
の
学
｣
の
推
進
力
は
反
省
的
構
造
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
数
学
は
'

本
質
的
に
偏
曲
的
で
あ
る
｡

ペ
ト
リ
ー

し
か
し
､
な
ぜ
､
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
の
か
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
事
の
核
を
量
に
お
い
て
見
る
｡
そ
こ
の
ど
こ
に
困
難
が

あ
る
の
か
｡
私
は
､
そ
れ
を
､
体
系
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
と
し
て
の
論
理
学
に
お
い
て
動
い
て
い
る
も
の
を
把
握
す
る
と
き
に
そ
れ
を
た

だ
自
然
な
も
の
と
し
て
見
出
す
｡
勿
論
'
そ
れ
に
属
す
る

一
つ
の
下
位
部
門
は
'
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
し
て
､
数
学
の
枠
を
越
え
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

ヘ
ス
レ

私
た
ち
が
現
象
学
的
に
行
動
し
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
お
い
て
ど
こ
に
数
学
を
分
類
す
る
べ
き
で
あ
る
か
と
自
問
す

る
と
き
に
､
貴
方
は
､
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
､
数
学
を
量
に
連
結
す
る
こ
と
に
関
し
て
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
個
別
諸
科
学

の
論
理
的
-
ア
プ
リ
オ
リ
な
演
樺
と
い
う
非
常
に
野
心
あ
る
プ
ロ
ジ

エ
ク
ー
の
も
と
で
は
'
貴
方
の
行
動
は
許
容
可
能
で
は
な
い
｡

-
さ
ら
に
､
数
学
は
本
当
に

｢
一
般
存
在
論
｣

(on邑
O

gia
gene邑
is
)
の
部
分
で
あ
る
の
か
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
仝
-
に
全
て
の
再
版

に
お
い
て
､
精
神
が
数
学
化
可
能
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
論
理
学
の
全
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
､
実
在
哲
学
の
全

て
の
領
域

へ
と
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
こ
の
こ
と
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
数
学
の
も
と
で
は
､

当
て
は
ま

っ
て
い
な
い
｡
そ
の
と
き
､
数
学
は
ま
だ
論
理
学
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
｡

(-
)
プ
ラ
ー
ン
や
プ
ラ
ト
ン
的
伝
統
の
広
い
流
れ
も
そ
の
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
t
V
.H
6
ste
.W
a
h
rh
eit
und
G
eschic
hte.

S

tuttg
a
r
t･B
a
d
C
an
n
sta
tt
L9
84
を
見
よ
｡

(2
)
H
e
g
e
tt97
0f.8
抑
236
:
8
.
38
8
.
〔H
e
g
e
l
L970
f‥G
I

W
.F
.
H
e
g
e
t
:
W

erke
in
20
Banden.A
uf
der
Grundlag
e
d
e
r

9

W

erke
von
1
8
32･)845
neu
ed
ierteA
usg
a

b
e
.
R
ed
ak
tion
E
.
M
o
ldenhaue
r
u
n
d
K
.
M
.

M
icheI.F
r
a
n
k
fu
r
t＼
M
a
in

17
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(
s
u
h

rk
am
p
･V
erlag
).
)
970
[
7
).
な
お

〔

〕
は
訳
注
を
示
す
｡
〕

(3
)
或
る
類
似
し
た
も
の
が
､
不
変
な
自
然
法
的
諸
規
定
の
概
念
あ
る
い
は
美
的
諸
規
範
の
も
と
で
問
題
と
な
る
｡
勿
論
､
そ
れ
と

共
に
､
多
数
の
単
に
肯
定
的

〔実
売
的
〕
な
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
歴
史
的
､
法
的
あ
る
い
は
美
的
諸
規
範
が
あ
る
こ
と
が
否
定
さ

れ
る
こ
と
な
し
に
で
あ
る
｡

(4
)
例
え
ば
､
鳥
類
に
お
け
る
響
き
と
暑
さ
の
関
係
に
つ
い
て
の

(H
e
g
e
t
t9
70
f.9
.抑
3
0
3
Z
u
sa
tz
‥
9
.
)8
6
f
:
抑
34
4
Z
u
sa
tz
:

9
.37
5
:
H
e
g
et
t982
.

66.)36
)
､
｢地
上
の
三
位

l
体
｣
と
し
て
の

(水
晶
､
雲
母
､
そ
し
て
､
長
石
か
ら
成
る
)
花
園
岩
に
つ

い
て
の
(H
e
g
e
l
t9
70
f.9
.抑
34
0
Z
u
sa
t
z
;
9
13
53
)
､
あ
る
い
は
'
諸
大
陸
の
5
数
に
つ
い
て
の
(H
e
g
e
lL
9
7
0

f.9
.抑
3
3
9
Z
u
satz
:

9
.3
4
9
ff)
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ば
か
げ
た
詳
述
を
見
よ
｡
こ
こ
で
'
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
偶
然
を
最
小
化
す
る
と
い
う
彼
の
傾
向
を
は
っ
き

り
と
も
述
べ
て
い
る
｡
｢偶
然
性
は
確
か
に
ま
た
そ
の
領
域
を
持

っ
て
い
る
が
し
か
し
た
だ
非
本
質
的
な
も
の
に
お
い
て
の
み
で

あ
る
｣
(H
e
g
e
l
t9
7
0f.9,35
0
:
v
g
I.抑
3
4
0
Z
u

satz:
9
.3
5
7
)｡
と
こ
ろ
で
､
こ
の
よ
う
な
そ
し
て
似
た
諸
発
言
が
口
頭
で
の
諸

補
遺
に
お
い
て
主
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
そ
れ
ら
は
､
出
版
の
価
値
あ
る
も
の
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
み

な
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
勿
論
､
そ
れ
ら
の
背
後
に
､
ど
の
程
度
に
概
念
が
諸
現
象

へ
達
し
て
い
る
か
と
い
う
ま
だ
未
解

決
な
問
題
が
あ
る
｡

(5
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
D
.
H
e
n
ric
F
‥
H
e
g
e
ls
T
h
e
o
rie
tiber
d
e
n
Z
u
fal
1.
(19
58
[
59
)
,je
tz
t
in
:
H
eg
el
im

K
o
n
texE.

F
ra
n
k
fu
rt
｡)975.)57⊥
8
6
.を
参
照
せ
よ
｡

(6
)
H
e
g
e
t
L9
70
f.9
.抑
3
53
Z
u
satz
;
9
.4
3
8
1･
V
gl
.抑
2
6
8
Z
u
sa
tz
:
9
.82
.･
抑
2

70
Z
u
sa
tz
.･
9
.
)06
.

(7
)
V
g
I.H
eg
el
t98
2
.It
f.
正
当
に
も
､
ギ
ー
ス

(G
ies)
は
､
彼
の
前
書
き
に
お
い
て
'
こ
の
講
義
は

｢
エ
ン
チ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

ー
諸
版
の
連
結
具
｣
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
｡

180



(8
)
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
､ま

っ
た
-
プ
ラ
ト
ン
的
に
し
か
し
本
来
的
に
体
系

一
致
的
(sy
ste
m
k
o
n
fo
rm
)

に
で
な
く
､
概
念
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も
の
の
中
間
に
数
学

(M
a
t
hem
atika)
を
立
て
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
諸
発

言
が
見
出
さ
れ
る
｡
例
え
ば
t
H
e
g
e
t
19
7
0f.5.245
:
8
.
S
L04
Z
u
satz
3
‥
)8.235
f.を
見
よ
｡

(9
)
最
も
的
外
れ
で
な
い
よ
う
に
私
に
思
え
る
の
は
､
さ
ら
に
､
理
念
が
確
か
に
そ
の
他
者
と
し
て
の
自
然
へ
と
自
身
を
外
化
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
し
か
し
､
こ
の
他
者
が
､
-

理
念
の
他
者
と
し
て
､
1

そ
れ
自
身
弁
証
法
的
論
理
学
に
対
し
て
勿
論

不
足
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の

一
つ
の
論
理
学
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
-

そ
し
て
､
こ
れ
が
､
反
省

性
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
最
終
根
拠
付
け
可
能
性
の
欠
如
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
数
学
の
論
理
学
で
あ
る
と
い

う
把
握
で
あ
る
｡

(10
)
H
e
g
e
1
19
7
0f.9.8
259
Z
usa
tz
;
9
.5
5
‥

｢そ
の

(即
ち
数
学
的
実
在
の
)
哲
学
は
､
諸
概
念
が
よ
-
具
体
的
な
意
味
を
与

え
ら
れ
る
に
応
じ
て
､
或
る
論
理
的
な
も
の
あ
る
い
は
ま
た
他
の
具
体
的
な
哲
学
的
学
に
属
す
る
或
る
も
の
と
な
る
｡｣

(11
)
こ
れ
と
共
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
基
礎
計
算
法
を
演
緯
す
る
と
い
う
彼
の
試
み
へ
と
関
係
す
る
｡

『論
理
学
』
に
お
い
て
は

｢数
｣

(D
ie
Z
ah
t)
へ
の
第

一
の
注
釈
を
見
よ

(H
e
g
e
l
L9
7
0f.5
.
234
･24
3
:
v
g
I.
dam
it8.S
102
;
8
.
2)4
･2
)6
)｡

(1
)
こ
れ
と
共
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
確
か
に
､
例
え
ば
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
定
理
1

4

7
f
(ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
)
､
そ
し
て
､
lt
t4

(長
方
形
の
正
方
形
へ
の
還
元
)
は
正
当
に
も
転
換
点
を
印
付
け
る
場
所
を
第

一
巻
あ
る
い
は
む
し
ろ
第
二
巻
の
最
後
に
獲
得
し

た
と
い
う
彼
の
見
解
を
ほ
の
め
か
す
｡
そ
れ
ら
に
お
い
て
弁
証
法
的
-
論
理
学
的
諸
構
造
が
顕
示
さ
れ
る
の
だ
か
ら
'
ピ
タ
ゴ
ラ

ス
の
定
理
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
'
｢理
念
の
像
｣
で
あ
る

(H
e
g
e
l
L9
7
0
f.
9.抑
256
Z
u
satz
‥
9
14

7
‥
v
g1.6.53
L
f)
｡
E
u
klid

lI
L4
に
お
い
て
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
｢自
分
自
身
に
等
し
い
も
の
'
正
方
形
と
､
自
分
自
身
に
お
い
て
不
等
な
も
の
､
長
方
形
と
の

間
の
方
程
式
｣
(H
e
g
e
t
t9
70
f.6.532
:
v
g
1.9.抑
256
Z
u
satz
‥
9.47
)
を
見
る
｡

空
間
､
時
間
､
運
動
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(13
)
た
と
え
ば
､
自
由
落
下
の
法
則

(H
e
g
e
t
L970f.9
.抑
2
6
7
:
9
.7
5
ff)
.
あ
る
い
は
､
ケ
プ
ラ
ー
の
惑
星
運
動
の
法
則

(Hege1
1

)970
f.9.∽
2
70
‥
9
.

9)
ff
).
｢諸
限
度

(M
a
sse
)
の
学
｣
と
い
う

ヘ
ー
ゲ
ル
の
構
想
に
つ
い
て
は
ま
た

H
e
gelt970
f.5
,4
0
5･

407
も
見
よ
｡
-

ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
は
､
諸
限
度

(M
a
sse
)
の
そ
の
よ
う
な
学
は
量
の
外
的
本
性
の
た
め
に
第

l
に
最
も
困
難

な
学
｣
と
な
る
と
認
め
る

(H
e
g
e
二
g
7
0
f.9
.∽
2
5
9
A
n

m
erkun
g
;
9
.54
)｡

(E
)
こ
の
こ
と
を
､

K
･
ロ

ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ

(R
o
se
n
kranz)
も
ま
た
､
そ
の
E
rLL5'u
teru
ng
en
zu
H
eg
eI.s
E
n
cy
klop
Lu
t+e
d
er

p

h
iZo
sop
h
isch
e

nW
isse
nsch
aP
en.Le
ip
z
ig
t8
7
0
.S
.6
0
に
お
い
て
非
難
し
て
い
る
｡

｢空
間
概
念
の
取
-
扱

い
に
対
し
て
､
へ
I

ゲ
ル
は
､

一
面
に
お
い
て
､
数
学
の
哲
学
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
｡
し
か
し
､
後
か
ら
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
数
学
は
本
質
的
に
悟

性
の
学
で
あ
る
の
だ
か
ら
､
こ
の
よ
う
な
容
認
を
根
本
的
に
再
び
取
-
消
し
て
い
る
｡
数
学
が
こ
の
よ
う
な
形
式
に
お
い
て
こ
れ

ま
で
そ
の
よ
う
に
実
働
的
に
現
れ
た
の
だ
か
ら
､
数
学
は
､
そ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
留
ま

っ
て
い
る
の
が
最
も
正

当
だ
と
い
う
の
だ
｣
｡
さ
て
､
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
は
'
こ
の
よ
う
な
撤
回
を
､
こ
れ
と
共
に
弁
証
法
的
方
法
の
普
遍
性
が
放
棄

さ
れ
る
と
い
う
議
論
で
も

っ
て
'
正
当
に
も
批
判
し
て
い
る
｡
｢
こ
の
こ
と
は
､
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
な
ぜ
､
弁
証

法
的
方
法
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
き
に
､
数
学
が
そ
れ
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
べ
き
な
の
か
｣
｡
彼
の
早

い
p
ro
b
eeines

c
o
m
m
en
ta
r's
zu
H
eg
e
l's
L
ehre
vo
n
R
a
u
m
un
d
Z
e
it
(
)8
3
5
:
in
‥
K
ritisch
e
E
rlLjJu
teru
n

gend
e

s
H
eg
eI.IW
h
en
Sy
s
te
m
s
,

K
g

ig
sberg
L84
0
.

N
achd
r
uck
H
ildesheim
)963.)07
･136
)
に
お
い
て
､
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
は
､
概
念
が
絶
え
ず
さ
ら

に
数
学
の
諸
原
理
に
つ
い
て
の

｢よ
-
規
定
さ
れ
た
意
識
｣
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

ヘ
ー
ゲ
ル
の
容
認
を
肯
定
的
に
書
き

留
め
た

(｢従

っ
て
､
こ
れ
と
共
に
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
弁
証
法
が
入
り
込
む
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
｣
)2
4
f)｡
数
学
に

お
け
る
幾

つ
か
の
三
分
法
的
な
諸
区
分

へ
の
彼
の
参
照
指
示

(〓
u
f)
は
､
勿
論
､
彼
に
よ

っ
て
印
さ
れ
た
切
望
を
ま

っ
た
-

正
当
化
し
な
い
｡



(15
)

｢対
象
は
そ
の
概
念
規
定
に
応
じ
て
哲
学
的
進
行
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
他
に
､
さ
ら
に
､
概
念
規

定
に

一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
経
験
的
現
象
が
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
'
そ
し
て
'
経
験
的
概
念
が
概
念
規
定
に
実
際
に

一
致
し

て
い
る
こ
と
が
経
験
的
現
象
に
よ

っ
て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
す
で
に
注
意
さ
れ
た
｣
(H
e
g
e
l
L9
70
f.9
.抑
2
46

A
n
m
erkung
‥
9
.
)5
‥
こ
の
よ
う
な
や
り
方
に
つ
い
て
は
､
V
gl
.抑
276
A
n
m
erkun
g
‥
9.i)7
u
nd
肋
3
2
3
Z
u
sa
tz
:
9
.2
74
)
｡

(16
)
V
gl
.H
e
g
e
l
t970f.抑
4
4
8
Z
u
sa
tz
:
10
.2
5
3
:

｢相
互
外
の
か
の
二
重
の
形
式
は
､
そ
れ
ら

(即
ち
諸
物

(D
in
g
e
)
)
に
'

1
面
的
な
あ
り
方
で
私
た
ち
の
直
観
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
-
､
そ
れ
ら
に
'
即
日
的
に
存
在
す
る
無
限
な
精
神
に
よ

っ
て
､
創
造
的
な
永
遠
な
理
念
に
よ
っ
て
す
で
に
根
源
的
に
調
達
さ
れ
て
い
る
｣
｡

(17
)
例
え
ば
t
H
e
g
e
l
t970f.5.58
を
見
よ
｡
｢論
理
学
｣
の
2
つ
の
表
題
は
､

l
面
に
お
い
て
､
無
機
的
な
も
の
に
'
他
面
に
お

い
て
､
有
機
的
な
も
の
､
そ
し
て
､
精
神
的
な
も
の
に
対
応
し
て
い
る
｡

(18
)
v
g
t.H
e
g
e
1
19
70
f
.

5.
80
‥

｢普
通
に
量
の
規
定
が
質
の
前
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
､
そ
し
て
､
こ
の
こ
と
が
､
-

た
い
て
い

の
も
の
の
よ
う
に
'
-

さ
ら
な
る
根
拠
な
し
に
そ
う
さ
れ
る
こ
と
の
み
が
お
よ
そ
注
意
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｣
｡
こ
の
よ
う

な
邪
推
と
共
に
'
勿
論
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
思
い
違
い
を
し
て
い
る
｡
と
い
う
の
は
､
ア
リ
ス
-
テ
レ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
お
い
て

量
が

(実
体
に
応
じ
て
)
第

一
に
あ
る
こ
と
は
'
非
常
に
確
か
に
或
る

(し
か
も
善
い
)
根
拠
を
持

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ

の
点
に
､
数
学
的
な
も
の
が
'
そ
れ
は
よ
り
根
本
的
で
あ
る
の
だ
か
ら
物
理
的
な
も
の
に
前
も

っ
て
秩
序
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
プ
ラ
ー
ン
の
確
信
が
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
-

こ
れ
は
'
早
期
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
と
で
そ
の

他
に
も
さ
ら
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

(M
etap
hy
sik
E
L
)
､
よ
-
後
期
に
は
勿
論
彼
に
よ

っ
て
放
棄
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
確
信

(M
efap
h
y
s
ik
K
7
)

で
あ
る
｡

(19
)
V
gl
.
d
a
zu
H
e
g
el
t97
0
f
.

3
.74
;
5
.49
:
6
.56
1.

空
間
へ
時
間
､
運
動
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(
R
)
R
a
u
m
.
Zk
it.
R
ela
tivitLi･t.
F
ra
n
k
fu
rt
L9
8
2
.4
9
･64
.
D
･
ヴ
ァ
ン
ト
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー

(w
a
n
d
sc
h
n
e
id
e
r)
の
こ
の
仕
事
の
意

湖

義
に
つ
い
て
は
､
T
h
eo
lo
g
ie
u
nd
P
h
ilo
sophie
6
0
()98
5
).
)44･
)4
5
の
中
の
私
の
批
評
を
参
照
せ
よ
｡

(21
)
こ
こ
か
ら
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
空
間
が
空
間
諸
点
か
ら
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

(H
e
g
e
l
t9
70
f.9
.抑
2
54

A
n
m
e
rk
u
n
g
‥
9
.4
2
:
抑
2
5
6
A
n
m
e
rk
u
n
g
‥
9
.4
5
)
が
結
果
す
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
拡
大
問
題

(E
x
te
n
sio
n
sp
ro
b
le
m
)

に
つ
い
て
は
､
D
.W
a
n
d
sc
h
n
e
id
e
r.o
p
.c
it.4
6
･4
9
.6
7
･6
9
を
見
よ
｡

(22
)
s
ie
h
e
d
a
z
u
H
e
g
e
l
t9
70
f.5.
13
7
ff
.

(23
)
D
･
ヴ
ア
ン
ー
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー

(w
a
n
d
sch
n
e
id
e
r
)
は
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
具
体
的
に
で
は
な
-
た
だ
否
定
の
否
定
の
必

然
性

へ
の
抽
象
的
な
指
示
で
も

つ
て
の
み
動
機
付
け
ら
れ
て
い
る
線
か
ら
面
へ
の
移
行
を
､
次
の
よ
う
に
納
得
の
い
-
よ
う
に
な

す
こ
と
を
試
み
た
｡
線
と
共
に
'
点
が
線
を
2
つ
の
範
囲
へ
と
分
解
す
る
限
り
で
､
点
に
対
抗
し
て
或
る
極
性
が
開
け
る
｡
ま
さ

に
点
の
根
源
的
な
集
中
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
よ
う
な
極
性
を
止
揚
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
を
､
面
に
お
い

て
点
が
無
限
に
多
-
の
諸
線
の
交
点
を
表
現
す
る
限
り

(o
p
,

°it..57
)
'
面
が
果
た
す
｡
勿
論
､
ヴ
ア
ン
ー
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー
は
､

彼
の
よ
-
早
い
現
象
学
的
方
法
に

一
致
し
て
､
こ
の
よ
う
な
状
況
を
直
観
か
ら
取
-
上
げ
る
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
な
ぜ
そ
の
よ
う
で

あ
る
か
と
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

(E
)
プ
ラ
ト
ン
の
書
か
れ
て
い
な
い
教
説
の
主
要
証
言
の

一
つ
と
し
て
み
な
さ
れ
る

(sie
h
e
K
.°
a
ise
r.P
la
to
n
s
u
n
g
esch
rieb
en
e

L
eh
re
.S
tuttg
a
rt
ljL9
6
8
,T
e
st.32
)
大
セ
ク
ス
-
ス
報
告

(d
a
s
g
roPe
Sex
tu
sb
e
ric
h
t)
(A
d
v
.m
a
th
.x
24
8
･2
8
3
)
に
お

い
て
す
で
に
､
Tb
8恥
ヨ
EP
Ebv
q
x
TTt盲

]<Ctt
Tb
q
官

a
...TeCtTd
且
v
TETP
d
8
a
Td
T､deTa
t
(2
80
)

と
言
わ
れ
て
い
る
｡
従

っ
て
'

3
次
元
的
形
成
物
に
､
4
数
が
分
類
さ
れ
る
｡
s
p
e
u
sip
p
frg
.4
L
a
n
g
も
見
よ
｡

(
25
こ

V
g
I.
L
u
ll.I.I'b
re
d
elg
en
ti
le
lo
s

t

res
sav
is
.
in

‥Obra
s
d
e
R
a
m
E3n
L
u
lI.
ed
.J
.
R
o
sse
lt6
.
3
B
d
e
..
P
a
Jm
a
d
e
M
a
t1o
rc
a



)9
0
)･
)903
.B
d
.
IL
64
un
d
C
u
san
u
s.
D
e
a
tu.c
e
theoria
e
一
in
‥

N
iko
laus
v
o
n
H
u
e
s
.
P
hilos
ophisch
-
TheoLo
g
ilCh
e

S
ch
n
P
en.
3
B
de
..W
ie
n
L9
6
4
･)96
7
.B
d
.tt一
382
.

(ES
)
I,e
op
e
re
d
i
G
I
G
a
lile
i.
20
B
d
e
L

890
･)909.
R
e
p
rin
t
F
ir
enze
t
9
6
4
L
g66.
B
d
.
V
tt.
35
.
V
gl
.dberha
u
p
t
33
･38
.
〔本

註
に
お

い
て
は
'
以
下

E
･
シ

ュ
ー
ラ
ウ
ス

(S
trauss)
の
ド
イ

ツ
語
訳

(L
e
ip
z
ig

L89).
N
ach
d

ruck
D
a
rm
s
ta
d
t
L
982
)

へ
の
参
照

(上
記
の
〓
)
と
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
以
下
に
､
本
文
に
あ

っ
た
原
文
を
示
す
こ
と
に
し
た

い
｡
な
お
､
邦
訳
に

お

い
て
は
ド
イ

ツ
語
訳
を
用

い
た
｡
〕

"h
per
d
ire
il
v
ero.in
tuttiquestidiscorsi
n
o
n
m
iso
n
s
entito
strig
n
e
re
a
c
o
n
ced
e
re
al
tr
o
se
n
on
che
que
llo
che

ha
prin
c
ip
io
.
m
ezo
e
fin
e,p
o
ss
a
e
d
e
v
a
dir
si
p
e
rf
etto
:
m
a
che
poi.percht
p
r
in
c
ip
io
.
m
e
z
o
e
fin
e
so
n
3.il
n
um
ero

3
sia
n
u
m
ero
p
erf
etto.ed
abbia
ad
a
v
er
faculta
d
i
c
o
n
fe
rir
p
e
rfezion
e
a
chi
l'a
v
er㌣
n
o
n

sento
io
cosa
che
m
i

m
uov
a
a
c
o
n
c
e
d
e
rlo
:
e
n
o
n
inten
d
o
e
n
o
n
c
r
e
d
o
che.V
.
g
..per
le
gam
be
il
n
u
m
ero
3
sia
pih
p
erfetto
che
.)4
o
i1

2
;
ne
sb
che
｡l
n
um
e
ro

4

s
ia
d
.im
p
e
rfe
z
ion
e

a
g
ti
e
te
m
e
nti.
e
c
he
p
in
p
e
rfe
tto
fus
se
ch
.e'
fusser
3
.
M
eglio

d
u
n
q
u
e
e
ra
lasc
iar
q
u
est
ev
a
gh
e
zze
a
ire
to
ri
e
p
rov
ar
il
su
o
in

tento
c
o
n

dim
ostrazio
n
e
n
ecessar
ia
.
chか
cosi

con<ien
fare
n
e
u
e
sc
ie
n
Ne
dim
ostrativ
e㌧

(27
)
こ
の
よ
う
な
異
論
は
､

-

人
間
の
身
体
で
あ
れ
､
見
る
こ
と
の
も
と
で
の
生
理
的
な
出
来
事
で
あ
れ
､

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
引
力

法
則
な
ど
の
よ
う
な
物
理
的
諸
法
則
で
あ
れ

(siehe
daz
u
D
.W
a
ndschn
e
id
e
r.op
.c
it..
5
)
ff
:
M

L
am
m
er.
Das
Problem

des
R
aum
e
s
,D
a
r
m
s
ta
d
t
l')
980.)93
ff
-

3
次
元
性
を
証
明
す
る
た
め
に
直
観

の
代
わ
り
に
何
か
或
る
経
験
的
事
実
を
援
用

す
る
全
て
の
諸
立
場
に
も
当
て
は
ま

っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
り
､
そ
れ
と
共
に
た
だ
或
る
経
験
的
事
実
の
み
が
そ
の
も

の
と
し
て

空
間
の

3
次
元
性
と
同
様
に
任
意

に
留
ま

っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
他

の
経
験
的
事
実

へ
と
導
き
戻
さ
れ
る
限
り
､
ま

っ
た
く
如
何
な

185

空
間
､
時
間
､
運
動



る
も
の
も
説
明
さ
れ
な
い
｡

(28
)
H
e
g
e
l
L9
7
0
f
.
5
.
36
7
f
‥
6.53
)
‥
v
e
I.a
u
ch
9
.
抑
256
Z
u
satz
:
9
.46
f.

(g
i)
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
諸
証
明
に
お
け
る
欠
陥
に
つ
い
て
は
､
B
.R
u
sse
ll.T
h
e
p
rin
cip
les
of
m
a
them
a
tics.V
o
I.I.C
am
b
rid
g
e

t903.4
04
･

4
0
7
を
見
よ

｡
(4に
つ
い
て
は
､
ラ
ッ
セ
ル
は
､
｢実
に
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
証
明
は
'
彼
が
こ
の
定
理
を
公
理
と

み
な
す
方
が
よ

い
だ
ろ
う
ほ
ど
悪

い
も

の
で
あ
る
｣
(4
0
5
)
と
述
べ
て
い
る
｡
実
際
に
'
対
応
す
る
命
題
が
､
D
.
H
ilbert.

G
,und
l
ag
end
er
G
eom
etr
ie
.
L
eip
zig
＼B
e
rtin
t8
99.3)90
9.)2
に
お
い
て
は
､
A
x
iom
ItZ
6
と
し
て
現
れ
る
.
v
g
1.au
ch
sch
o
n

)̀

M.
P
a
sch
.V
o
rle
sung
en
iiber
n
euere
G
eom
e
tr
ie
.L
eip
zig
＼B
e
rtin
L88
2
,1
9
42
.
)0
T
Ltt.抑
)3
..V
o
n
d
e
n
c
o
n
g
ru
en
ten

F
ig
u
re
n∵

し
か
し
､
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
は
す
で
に
､
証
明
の
不
十
分
な
こ
と
を
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
'
こ
の
よ
う
な
証
明
の
や
り
方
が
'
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
も
と
で
､
可
能
な
限
り
ま
れ
に
現
れ
る

(sie
h
e
n
o
ch
I
B
L
tI
24
)｡

-

ま

っ
た
-
正
当
に
も
､

M
･ヤ
ン
マ
ー

(laヨ
ヨ
er)
(O
p
.
CitL
∞
∞
)
は
､
所
謂
合
同
証
明
に
お
い
て
運
動
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
利
用
に
対
す
る
現
代
の
公
理
主
義
の
反
感
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
影
響
を
推
測
す
る
｡

(E3
)
1.H
o
ff
m
eiste
r
(H
rsg

.).Dokum
ente
zu
H
eg
els
E
n
tw
icklung
.
S
tuttg
a
rt
t936
.28
8
･
300
∵
G
eo
m
etrisch
e
S
tu
d
ien
.
:

e
b
d
.2
9
8
ff.
(そ
の
他
に
､
へ
I
ゲ
ル
の
諸
ス
ケ
ッ
チ
は
'
特
に
､
E
u
k
l.(
4
の
証
明
に
お
け
る
欠
陥
そ
し
て
空
間
の
3
次
元
性

の
問
題
に
従
事
し
て
い
る
)
｡
そ
こ
か
ら

(例
え
ば
ラ
ン
ペ
ル
ー
に
お
け
る
)
非

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
問
題
に
つ
い
て
の
当

時
の
諸
研
究
と
の
よ
り
詳
し
い
親
密
性
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
､
私
は
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い

-

H
o
ffm
eister.o
p
.°
it.

.473は
未
解
決
の
ま
ま
に
し
､

M
･
1
･
ペ
ー
リ
(P
e
tiy
)
(H
eg
el's
P
h
iZosop
h
y
of
N

ature.editeda
n
d

tra
n
state
d
by
M
.J.P
etry
.L
o
n
d
o
n
JN
e
w

Y
ork
L
9
7

0
.B
d
.I.3
)0
)

は
推
測
し
て
い
る
｡

(31
)
周
知
の
よ
う
に
､
確
か
に
'
問
題
が
､
経
験
的
方
法
に
お
い
て
､
い
つ
か
最
終
的
確
実
性
を
も

っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と

186



ん
ど
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
｡
と
い
う
の
は
､
例
え
ば
宇
宙
に
お
け
る
三
角
形
の
角
の
和
の
確
定
の
も
と
で
､
絶
え
ず

(例
え
ば
光

の
伝
播
の
あ
-
方
に
つ
い
て
の
)
経
験
的
諸
仮
定
が
入
-
込
む
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
上
､
た
だ
局
所
的
曲
率
の
み
が
問

題
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
確
か
に
､
た
だ
完
全
に
自
身

へ
と
還
帰
す
る
構
造
､
従

っ
て
楕
円
的
構
造

の
も
と
で
の
み
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
､
経
験
的
に

一
義
的
に
解
決
可
能
で
あ
る
諸
問
い
の
み
が
意
味
を
持

っ
て

い
る
と
い
う
前
提
は
'
そ
れ
自
身
ま
っ
た
-
疑
わ
し
い
｡
む
し
ろ
､
自
然
科
学
は
､
そ
の
本
質
に
応
じ
て
､
経
験
的
に
確
か
に
汰

定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
枠
を
自
然
科
学
的
研
究
に
対
し
て
差
し
込
む
と
こ
ろ
の
幾
つ
か
の

も
の
を
前
提
し
て
い
る
｡

(P
u

F
.
A
.T
a
u
rin
u
s.
T
h
eo
rie
d
e
r
P
a
ra
llellin
ien
.K
6
1n

t825
.
9
6

f
(z
itie
rt
n
a
c
h
O
.B
e
c
k
e
r.
G
ru
n
d
la
g
en
d
e
r
M
a
th
em
a
tik
E.n

g
esch
ich
tlic
herE
n
tw
ickZu
n
g
.F
ra
n
k
f
urt
L975.)85)
:
v
g
1.iib
e
rh
a
u
p
t
8
6
ff.

(33
)
と
こ
ろ
で
､
ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
お
い
て
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
体
系
の
数
学
的
可
能
性
が
認
識
さ
れ
た
と
き
に
必
要
と
な
っ
た
と
こ

ろ
の
幾
何
学
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
性
に
対
す
る
プ
ラ
ー
ン
の
存
在
論
的
選
択
は
､
似
た
論
拠

へ
と
結
果
す
る
｡
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何

学
は
､

一
義
的
に
規
定
さ
れ
た
直
角
の
幾
何
学
と
し
て
真
な
る
幾
何
学
で
あ
る

(
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
お
い
て
例
え
ば
三
角

0

形
の
角
の
和
は
二
直
角
に
等
し
い
'
双
曲
幾
何
学
に
お
い
て
は
､
そ
れ
は

(o
へ
ま
で
)
よ
り
小
さ
-
､
楕
円
幾
何
学
に
お
い
て

0

は
､
(3-0
へ
ま
で
)
よ
り
大
き
い
)
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
I

I
ス

(Ⅰ.T
o
th
)
の
画
期
的
な
仕
事
に
関
し
て
は
t
I

V
.
H
G
sle
一

.Platons
G
r
u
n
d
te
g
n
g
d
e
r
E
u
k
lid
iz
itat
d
e
r
G
e
o
m
e
trie
'.
in
:
P
h
ilo
lo
g
us
L
2
6

()9
82
)
.
)

8
0⊥
97
;
d
e
rs
.‥
Zu
P
la
to
n
s

P
h
ilo
so
p
h
ie

d
e
r
Z
a
h
te
n
u
n
d
d
e
re
n
m
a
th
e
m
a
tisc
h
e
r
u
n
d
p
h
ilo
so
p
h
isc
h
e
r

B
ed
eutun
g
..
in
:

TheoLo
gie
u
n
d

philosophie
5
9
()9
84
).32T

35
5.326
f.を
見
よ
｡
こ
の
よ
う
な
古
代
の
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
新
プ
ラ
ー
ン
主
義
に
よ

っ
て

伝
統
化
さ
れ
た
直
角
の
誉
れ

(d
az
u
s
ie
h
e
V
.H
dsle.PlatonsG
run
d
le
gung
…
L
g0)
が
へ
I
ゲ
ル
の
も
と
で
ま
だ
見
出

1

空
間
'
時
間
'
運
動



さ
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
｡
H
e
g
e
l
t970
f,6.532
:
H
e
g
e
t
t9
8
2.)9
:
H
e
g
e
t
t9
70
f

L
3.)80
:
)4
,3
)3
.3
)5.)4,3)3
に
お
い

1

て
明
確
に

｢直
角
は
､
唯

一
に
確
か
に
規
定
さ
れ
た
角
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
鋭
角
と
鈍
角
は
､
未
規
定
で
あ
-
､
そ
し
て
'

そ
の
限
度
の
中
で
交
互
的
そ
し
て
偶
然
的
で
あ
る
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

(34
)
V
gl
.0
.B
eck
er.o
p
.°it.,
17
3.

(3
)
ウ
オ
リ
ス

(w
a
llis
)
の
証
明
に
つ
い
て
は
､
R
.B
o
n
o
ta.Die
n
ich
teu
kLL.d
F'sch
e
G
eom
etr
ie
.
dt.A
usg
abe
besorg
t
v
o
n
H
.

L
ie
bm
a
n
n
.
L
e
ip
N
ig
＼
B
erlin
3)9
2
).44
ff
.を
見
よ
｡

(墾

V
gl
.R
.B
al
dus.N
ic
hteukLidisch
e
G
eom
et,ie
.B
erlin
21944.)3)
‥

｢h
(即
ち
双
曲
)
幾
何
学
は
､
e
(即
ち
楕
円
)
幾
何

学
に
､
公
理
的
に
'
そ
れ
に
お
い
て
角
'
線
分
､
面
の
大
き
さ
を
純
粋
に
論
理
的
-
公
理
的
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

点
で
優
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
こ
の
こ
と
は
楕
円
幾
何
学
に
お
い
て
は
た
だ
諸
角
や
諸
線
分
関
係
そ
し
て
諸
面
関
係
の
も

と
で
の
み
可
能
で
あ
る
｣
(O

rigi
natk
u
rsiv)
o

(
3
)
S
ie
h
e

d
az
u

H
e
g
e
l
in
d
e
r
w
issen
sc
h
a
P
d
er
L
o
g
L.k
‥
H
eg
e
l
t9
7
0
f.5
.260
ff
.

(3
)
こ
れ
は
､
公
理
系
に
お
い
て
も
現
れ
る
｡
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
双
曲
幾
何
学
は
､

i
つ
の
公
理
に
お
い
て
の
み
相
互
に
区

別
さ
れ
る
｡
楕
円
幾
何
学
は
'
幾
つ
か
の
公
理
に
お
い
て
両
者
か
ら
逸
脱
す
る
｡

(調
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
U
b
er
d
ie
sp
ezie
lle
und
d
ie
a
llg
em
ein
e
R
e
la
tivitd
tsth
eo
rie
(G
em
einve
TT
td'nd
lic
h
)
.
B

raun
s
c
h
w
e
ig

Gt9
20.7
2
ff
.に
お
け
る
A
･
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

(E
in
stein
)
の
詳
論
を
見
よ
｡
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
､

よ
-
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
､

一
般
相
対
性
理
論
に
お
い
て
自
然
の
空
間
は
楕
円
的
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
物
理
学
的
に
根
拠
付
け
る
こ
と
を

試
み
た
と
こ
ろ
の
最
初
の
人
で
あ

っ
た
｡

(40
)
s
ie
h
e
H
e
g
e
l
t9
70
f
,
5
.
)

64
.と
こ
ろ
で
､
無
限
直
線
に
対
す
る
有
限
な
円
の
優
先
は
､
す
で
に
､
プ
ラ
ー
ン
的
で
あ
る
(si

ehe



P
r
oklos.t'n
E
u
c
lid
is
t
03,Z
12
)
ff

F
riedlein
-
T
e
st13
8
G
aise
r.o
p
.cit.)
｡
し
か
し
､
こ
の
優
越
は
､
へ
I
ゲ
ル
の
も
と
で
､

本
来
的
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
の
選
択

へ
の
矛
盾
に
お
い
て
あ
る
｡
似
た
矛
盾
が
さ
ら
に
ク
サ
ー
ヌ
ス

(c
usaロuS)
の
も
と
で

も
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
興
味
深
い
｡
『神
学
綱
要
』

(com
p
le
m
enTum

theolog
icum
)
に
お
い
て
､
彼
は
､

l
面

で
､
直
線
を
曲
線
に
対
し
て
そ
の

l
面
性
の
た
め
に
優
遇
す
る

(ed.°it..B
d
.Iil.6
72
‥
"S
citu
r
ex
m
athem
aticis
rectum
no
n

d
ici
n
isi
se
c
u
n
d
u
m
m
od
u
m
unum
.U
n
a
enim
-inea
recta
siくe
m
ag
n
a
Si<
e
par<
a
n
o
n
est
m
ag
is
a
u
t
m
in
us
recta

quam
al
ia.R
e
c
titu
d
o
igi
tur
in
fin
ita
esse
co
n
cipitur.q
u
ia
no
n
claud
itu
r
q
u
a
n
titate.n
e
c
re
cip
it
m
agi
s

et
m
inus
.こ

C
lauditur
igi
tu
r
om
nis
cur
vitas
term
inis
m
agnitudinis
suae")｡
し
か
し
､

他
面
で
は
､
ま

っ
た
-
逆
に
､
円
周
を
直
線

に
対
し
て
､
か
の
初
端
と
終
端
に
お
い
て

l
致
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
優
遇
す
る

(o
p
.cit..6
5
6
)
｡

(
S

)
p
･
ヴ
7
-
デ
ィ

(Prof.P.V
ardy
)

は
t

M
･
C
･
エ
ッ
シ
ャ
ー

(E
sc
her)
の

B
ildgalerie
へ
と
気
付
か
せ
る
と

い
う

親
切
-

そ
れ
に
お
い
て
像
の
中
の
像
と
い
う
モ
テ
ィ
1
7
が
た
ど
ら
れ
る
き
わ
め
て
魅
力
的
な
仕
事
を
な
し
た
｡
こ
の
仕
事
は
､

そ
れ
に
お
い
て
彼
自
身
が
像
を
考
察
す
る
な
ど
無
限
に
叙
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
或
る
像
を
考
察
し
て
い
る
或
る
男
を
叙
述
し
て
い

る
｡
こ
の
仕
事
の
並
み
外
れ
た
事
柄
は
'
勿
論
､
考
察
者
と
被
叙
述
者
が
た
だ
相
違
し
た
大
き
さ
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
な
い
だ
け

で
な
く
､
そ
れ
ら
は
直
接
に
同

一
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
た
だ
､
像
の
座
標
系
が
楕
円
的
で
あ
る
故
に
の
み
可

能
で
あ
る

(s
ie
h
e
B
I
E
rnst.D
er
2
h
ubersp
L.e
g
e
l

desM
.
C
.
E
sch
er.M

dnch
en
t978
.33
f)｡
従

っ
て
'
楕
円
幾
何
学
は
､
こ

こ
で
､
無
限
後
退
を
中
断
し
､
そ
し
て
､
反
省
性
を
可
能
と
す
る
｡

(撃

こ
れ
に
つ
い
て
は
､
例
え
ば
､
M
L
am
m
er.o
p
.citL
t

8
ff
:
A
.K
o
y
re'.
V
o
n
d
er
g
e
schlossenen
W
eltzum
u
n
end
lich
en

u
n
iversum
,F
ran
kfurt
t980
.
)4
4
･
)7
2
.
)8
6･
2
4
5
を
見
よ
｡

(g
)
例
え
ば
'
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ

っ
て
形
而
上
学
的
な
も
の
と
言
わ
れ
た
､
数
学
的
諸
抽
象
を
物
理
学
的
諸
実
在

へ
と
実
体
化
す
る
と

18

空
間
､
時
間
､
運
動



い
う
近
代
自
然
科
学
の
傾
向
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
争
を
見
よ
｡
Z
.
B
.H
e
gelL970
f.
9
.
抑
27
0

A
n

m
erkung.9.88
0derim

1

B
rief
a
n
G
o
ethe
vom
24
]2')82
)
(in
‥
B
riefe
vo
n
und
an
H
egeL
.Bd.tt.hr
sg.von
J
.H
o
ffm
e
ister.
Ham
bur

g3

)

969.S.

2
5
)
)
｢し
か
し
'
い
ず
れ
に
せ
よ
'
私
た
ち
､
哲
学
者
は
､
す
で
に

tE
.E
.と
共
通
の
敵
を
持

っ
て
い
る
-

即
ち
'
形
而
上

学
に
お
い
て
｡
1

す
で
に
､
ニ
ュ
ー
-
ン
は
､
大
き
な
警
告
板
を
掲
示
し
た
｡
物
理
学
よ
､
形
而
上
学
に
用
心
せ
よ
!
し
か
し
､

不
幸
は
､
ニ
ュ
ー
ー
ン
が
こ
の
よ
う
な
福
音
を
彼
の
諸
友
人
に
遺
産
と
し
て
残
し
､
そ
し
て
､
彼
ら
は
そ
れ
を
忠
実
に
公
表
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
､
こ
れ
と
共
に
､
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
彼
ら
は
､
自
分
が
そ
の
全
生
涯
を
通
し
て
散
文
を
述
べ
た
こ
と
を
知
ら
な
か

っ

た
と
こ
ろ
の
か
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
状
態
の
た
だ
数
え
切
れ
な
い
反
復
の
み
を
与
え
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
も
の
を
果
た
し
た
こ
と
で

あ
る
｡
こ
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
､
最
後
に
は
し
か
し
洞
察

へ
と
至

っ
た
が
'
し
か
し
､
か
の
も
の
は
､
冒
F
､
そ
れ
ら
が
非
常
に
悪

い
形
而
上
学
を
語
る
ほ
ど
知
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｣
｡

(3
)
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
批
判
の
意
味
は
'
お
よ
そ
､
空
間
は
ま
た
完
全
に
は
物
質
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
空
間
は
､
そ
れ
が
物
質
的
充
実
に
よ

っ
て
初
め
て
真
理
を
獲
得
す
る
と
し
て
も
､
普
遍
的
空
間
と

し
て
論
理
的
展
開
に
お
い
て
物
質
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(S
)
と
こ
ろ
で
'
相
対
的
空
間
概
念
の
選
択
か
ら
'
遡
及
的
に
'
空
間
が
均
質
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
結
果
す
る
｡
と
い
う
の

は
､
物
質
の
非

一
様
な
配
分
に
よ

っ
て
'
諸
起
伏
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
楕
円
空
間
の
代
わ
り
に
､
擬
似

-

楕
円
空
間
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

(S
)
こ
こ
は
相
対
性
理
論
を
取
り
上
げ
る
場
所
で
は
な
い
の
だ
か
ら
､
私
は
､
偶
然
に
は
同
時
性
の
確
定
可
能
性
の
問
題
が
特
殊
相

対
性
理
論
の
出
発
点
を
形
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
指
示
で
満
足
す
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
例
え
ば
連
動
に
お
け
る
長
さ
の

操
作
上
の
定
義
に
つ
い
て
の
ミ
ル
ン

(M
i-n
e
)
の
論
述
は

｢そ
の
科
学
的
有
益
性
に
関
し
て
は
､
-
確
か
に
､
ア
イ
ン
シ
ユ
タ



イ
ン
の

(
同
時
性
)
の
概
念
分
析
と
は
｣
比
較
で
き
な
い

(M
.Jam
m
er.
op.citL
94)
〔と
述
べ
て
い
る
〕
｡

(5
)
v
g
t.H
e
g
et
1
970f.9
.肋
2
5
9
A
n
m
erk
un
g
‥
9
.5
2
‥

｢し
か
し
､
自
然
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
時
間
の
過
去
と

未
来
は
､
空
間
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
'
空
間
は
､
否
定
さ
れ
た
時
間
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｣
｡

(48
)
ま
た
'
な
ぜ
例
え
ば
幸
福
な
時
間
の
諸
反
復
に
よ

っ
て
心
理
学
的
に
決
し
て
満
足
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
よ
り
深
い
根
拠

も
､
こ
こ
に
あ
る
｡
繰
-
返
し
の
意
識
は
､
必
然
的
に
､
か
の
以
前
の
体
験
の
根
源
性
の
成
立
を
阻
止
す
る
｡

(
㈹
こ
D
･
ヴ
ア
ン
ー
シ
ユ
ナ
イ
ダ
ー
は
､
最
初
に
時
間
の

一
次
元
性
そ
し
て
次
に
異
方
性
を
根
拠
付
け
る
こ
と
を
試
み
て
い
る

(o
p
.

cit..78
ff)
｡
逆
の
順
序
が
私
に
と

っ
て
よ
-
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

(50
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
D
.W
a
n
dschneider.o
p
.°it..
)04
･
109
を
見
よ
0
こ
の
問
い
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
取
り
扱

い
は
､
ア
ウ
グ
ス

チ
ヌ
ス

(A
u
g
u
stin
s)
『告
白
』
(C
onfe
ssiones)
X
Z
と
り
わ
け

)7
ff
.の
そ
れ
を
想
起
さ
せ
る
｡

(51
)
と
こ
ろ
で
､
現
代
の
時
間
心
理
学
の
幾
つ
か
の
他
の
諸
結
果
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
間
概
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
か
と

い
う
研
究
は
価
値
あ
る
で
あ
ろ
う
｡
-

私
は
､
例
え
ば
､
時
間
概
念

の
発
達
に
つ
い
て
の
1
･
ピ

ア
ジ

ェ

(p
ia
g
et)
の
諸
研
究

(D
ie
B
ildung
des
Z
eitbegrW
s
beim
KL.nd
e
.
F
rankfu
rt
L974
)
を
考
え
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
私
に
と

っ
て
､
例
え
ば
､
子
供
た
ち
が
学
齢

へ
ま
で
時
間
の
持
続
を
進
ま
れ
た
距
離
の
長
さ
あ
る
い
は
速
度
の
大
き
さ
へ
の
直
接
的
な
依

存
性
に
お
い
て
見
積
も

っ
て
い
る

(op
.
cit
..65
f)
と
い
う
事
実
は
､
時
間
概
念
の
否
走
性
か
ら
結
果
す
る
と
思
わ
れ
る
｡
-

さ
て
､
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ピ

ア
ジ

ェ
に
つ
い
て
は
､
T
h
.K
esselrin
g
.E
n
Tw
icklu
n
g
un
d
W
id
ersp
ra
ch
:
ein
V
e
rg
le
ic
h

z

w
ischen

piagets
gen
eTisch
er
E
rken
n
tn
isfhe(m
.e
und
H
e
gels
D
iaEektF'k,Fra
n
kfurt
L98)を
見
よ
.

(52
)
術
語
を
､
私
は
､
K
･
ヴ

ァ
イ
ス

(w
a
is
)

の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
H
en
rik

lbsen
un
d
d
a

sP
roblem
d
es
V
erg
angenen
im

z
u
s
a
m
m
enh
a
n
g
d
e
r
g
leich
zeitig
en
G
eistesg
esch
ich
te
(S
tuttg
a
rt
t931)か
ら
引
き
継

い
で
い
る
｡
そ
こ
で
､
(V
t)

‥
｢二

m

空
間
､
時
間
､
運
動



の
よ
う
な
過
去
陶
酔
的
な

(verg
a
ngenh
e
itstr
unkenen)｢過
去
主
義
的
な
｣
(p
a
ssa
tistisch
)

支
え
の
危
険
'
-

私

た

19

ち
は
そ
れ
を
イ
タ
リ
ア
の
諸
未
来
派
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
適
切
な
標
語
で
も

っ
て
印
し
た
い
-
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

(EFj)
例
え
ば
､
v
o
rLesu
n
g
en
iib
er
d
ie
P
h
ilo
sop
h
ie
der
G
esch
ichteHe
g
e
l
t
9
7

0fL
2.1)4
に
お
け
る
､
次
を
見
よ
.
｢未
来
の
国

と
し
て
､
そ
れ

(即
ち
'
ア
メ
リ
カ
)
は
､
私
た
ち
に
お
よ
そ
こ
こ
で
如
何
な
る
関
係
も
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
私
た
ち
は
､
歴

史
の
側
面
に
応
じ
て
､
存
在
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
､
そ
し
て
､
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
､
-

た
だ
存
在
し
た
だ
け
で
も
た

だ
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
だ
け
で
も
な
-
､
存
在
す
る
そ
し
て
永
遠
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
､
-

理
性
と
関
わ

っ
て
い
る
｡

そ
し
て
､
そ
れ
と
､
私
た
ち
は
､
十
分
に
関
わ

っ
て
い
る
｣
｡
逆
説
的
に
､
こ
の
よ
う
な
諸
注
意
は
､
よ
り
遅
い
歴
史
的
な
発
展

に
よ
っ
て
唖
然
と
さ
せ
る
程
度
に
お
い
て
正
し
い
と
認
め
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
天
才
的
な
慧
眼
の
諸
叙
述
の

後
に
あ
る
｡

(弘
)
S
ie
h
e
d
a
zu
H
e
g
e
l
t9
70
fL
5
.
)63⊥

7).

(EPS)
円
環
運
動
の
意
味
に
対
す
る
美
し
い
例
え
を
t
D
.W
a
n
dschneider.
opICit
L

2
8
f
が
挙
げ
て
い
る
｡
そ
の
中
で
い
わ
ば

(運

動
の
周
期
性
の
お
陰
で
)
時
間
の
無
限
性
が
有
限
な
空
間
の
中
で
捕
ら
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
時
計
の
運
動
｡

【解
題
】

｢空
間
､
時
間
'
運
動
｣
(R
a
u
m
.
Zeit.B
ewe
g
u
n
g
)
と
題
さ
れ
た
こ
の
V
･
ヘ
ス
レ

(H6sle
)

の
論
文
は
､
M
･
1
･
ペ
ト
リ

(p
etry
)
に

よ

っ
て

編

集

さ

れ

た

『
ヘ
ー

ゲ

ル

と

自

然

諸

科

学
』

(Sp
e
ku
la
tion
u
n
d
E
rfa
h
ru
n
g
tI.2
H
eg
e
l
und
d
ie

N
a
tu
rw
issen
sch
ajien
.
19
8
7
)
に
所
収
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
本
は
､
ペ
ー
リ
ー

が
序
文
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う

に

､
1

9
8
3
年

10月
に
lstit

uto
i
talian
o
p
e
r
g
li
S

tudi
F
i
Joso
fici
と

U
n
iv
e
rsit
at
T
ii
b
in
genの
哲
学
講
座
と
の
共
同
で
催
さ
れ
た
公
開
討
論
会



に
基
づ
い
て
い
る
｡
こ
の
公
開
討
論
会
は
､
｢
ヘ
ー
ゲ
ル
と
自
然
諸
科
学
｣
(H
e
g
e-
u
n
d
d

ieNatur
w

issen
scF
afte
n
)
を
テ
ー
マ
と

し
､
諸
講
義
の
他
､
そ
の
後
に
ド
イ
ツ
内
外
の
専
門
家
を
含
め
た
討
議
も
ま
た
行
わ
れ
た
｡
こ
の
興
味
深
い
諸
討
議
も
ま
た
､
各
論
文

の
最
後
に
'
編
集
さ
れ
て
所
収
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て
､
こ
の
本
は
､
大
き
-
は
､
次
の
3
部
に
分
か
れ
て
い
る
｡

Ⅰ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
炊
苗
日学
の
根
本
問
題

(Grun
d
p
r
oblem
e
derheg
e

lschen
Na
tu
rp
hitosop
h
ie
)

Ⅱ
自
然
哲
学
と
個
別
諸
科
学

(N
a
tu
rp
hilosophieu
n
d
d
ie
E
inz

elw
issensch
a
fte
n
)

Ⅲ
ヘ
ー
ゲ
ル
自
然
哲
学
の
た
め
の
書
誌

(B
ibliog
rap
h
isch
es
zu
H
e
g
e
ls

N
atu
rp
h
itoso
p
h
ie
)

訳
出
し
た
へ
ス
レ
の
論
文
は
､
こ
の
中
で
､
第
二
部
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
論
文

(講
義
)
は
､
ヘ
ス
レ
が

｢
ヘ
ー
ゲ
ル
へ

の
批
判
的
接
続
に
お
け
る
弁
証
法
的
自
然
哲
学
へ
の
寄
与
｣
と
語
る
よ
う
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
自
然
哲
学
に
対
し
て
､
あ
る
い
は
む
し
ろ
､

そ
の
伝
統
的
解
釈
に
村
す
る
批
判
的
見
地
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

一
読
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
､
こ
の
論
文
に
は
'
｢自

然
哲
学
｣
に
お
け
る
根
本
諸
概
念
に
対
し
て
数
々
の
問
題
提
起
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
､
未
解
決
の
も
の
を
含
め
て
き
わ
め
て

意
義
深
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
そ
し
て
､
こ
の
論
文
を
始
め
､
同
様
に
'
同
書
の
他
の
講
義
も
ま
た
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の

｢自
然
哲

学
｣
の
再
評
価
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
持

っ
て
い
る
と
思
え
る
｡
最
後
に
､
ペ
ト
リ
の
序
文
か
ら
次
を
引
用
し
た
い
｡

｢
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
に
お
け
る
様
々
な
発
展
は
､
最
近
50
年
に
お
い
て
､
｢自
炊
諒
口学
｣
の
歴
史
的
､
学
的
そ
し
て
哲
学
的
意
義
の
新
た

な
評
価
を
も
た
ら
し
た
｡
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
理
念
の
発
展
史
の
こ
の
よ
う
な
研
究
の
最
も
重
要
な
出
来
事
は
､
私
た

ち
が
こ
の
仕
事
を
も
は
や
単
純
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
影
響
の
結
果
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

す
で
に
始
め
に
確
か
め
た
よ
う
に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の

｢自
然
哲
学
｣

へ
の
取
り
組
み
は
､
し
ば
し
ば
､
そ
れ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
把
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空
間
､
時
間
､
運
動



握
と
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
の

一
般
に
流
布
さ
れ
て
い
る
ポ
エ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ

(p
o
e
tis
n
h
)

な
諸
概
念
と
取
-
違
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ

194

て
妨
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
､
精
密
科
学
の
方
法

へ
の
絶
対
的
対
立
と
し
て
理
解
さ
れ
た
｡
そ
こ
に
､
こ
の
巻
の
表
題
の
た
め
の

良
い
諸
根
拠
が
あ
る
｡
私
た
ち
は
､
こ
の
取
-
違
え
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の

(
自
然
哲
学
)
に
つ
い
て
よ
り
､
ヘ
ー

ゲ
ル
の

(
自
然
諸
科
学
の
哲
学
)
に
つ
い
て
話
す
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
私
た
ち
が
'
ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
陳
列
の
詳
細
を
､
そ
し
て
､

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
の
経
験
的
内
容
を
考
察
す
る
と
き
に
､
す
ぐ
に
､
こ
の
よ
う
な
具
体
的
諸
科
学

へ
の
包
括
的
取
-
組
み
が
彼
の

哲
学
的
建
築
学
に
欠
-
こ
と
の
で
き
な
い
基
礎
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
｡
そ
れ
故
に
､
特
に
重
要
で
あ
る
の
は
'
こ
の
本
の
第

2
部
が
'
独
立
的
且
つ
詳
細
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
に
と

っ
て
経
験
的
諸
学
の
最
も
重
要
な
諸
段
階
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
と
こ

ろ
の

一
連
の
諸
論
文
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
｡｣

(小
林
裕
明
)


