
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー

カ
ン
ト
の
批
判
に
お
け
る
哲
学
と
道
徳
（
六
）

宮
村
悠
介 

訳



Gerhard Krüger

Philosophie und Moral in der Kantischen Kritik

(1931)

[6]

Übersetzt von

Yusuke MIYAMURA

2., Auflage, Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1967, S. 164-199.



カ
ン
ト
の
批
判
に
お
け
る
哲
学
と
道
徳
（
六
）

149

　

目
次

　
　

序
論
（
第
一
節
〜
第
四
節
）

　
　

第
一
章　

論
理
学
と
人
間
学
に
お
け
る
悟
性

　
　
　

Ａ　

形
式
的
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
（
第
五
節
〜
第
七
節
）

　
　
　

Ｂ　

人
間
の
自
然
と
性
格
（
第
八
節
〜
第
一
〇
節
）	

　
　

第
二
章　

定
言
命
法
に
お
け
る
道
徳
性
の
分
析

　
　
　

Ａ　

道
徳
の
根
本
経
験
（
ル
ソ
ー
）
（
第
一
一
節
）

　
　
　

Ｂ　

定
言
命
法
の
方
式
化
（
第
一
二
節
〜
第
一
七
節
）	

　
　
　

Ｃ　

定
言
命
法
の
適
用
（
第
一
八
節
〜
第
二
〇
節
）	

　
　

第
三
章　

哲
学
の
批
判
的
な
理
念

　
　
　

Ａ　

批
判
一
般
の
課
題
（
第
二
一
節
〜
第
二
四
節
）　

　
　
　

Ｂ　

理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
区
別
の
根
源
と
し
て
の
自
由
の
問
題
（
第
二
五
節
〜
第
三
〇
節
）

→	

本
号
掲
載
分
（
第
二
五
節
〜
第
二
七
節
）

　
　

結
び
（
第
三
一
節
）



150

Ｂ　

理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
あ
い
だ
の
違
い
の
根
源
と
し
て
の
自
由
の
問
題

第
二
五
節　

理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
に
お
け
る
自
由

　
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
は
、
そ
の
は
じ
め
の
ふ
た
つ
の
章
で
道
徳
性
の
分
析
を
、
第
三
章
で
道
徳
性
の
批
判

0

0

を
行
な
っ

て
い
る
。
こ
の
第
三
章
を
、批
判
の
主
要
著
作
に
お
け
る
同
じ
問
題
の
取
り
扱
い
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、こ
の
第
三
章
が
ふ
た
つ
の
ま
っ

た
く
も
っ
て
異
な
る
問
題
設
定
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
第
三
章
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
や
り
方
で
、
い
か

に
し
て
定
言
命
法
が
可
能
で
あ
る
か
を
示
し
、
ま
た
同
時
に
『
実
践
理
性
批
判
』
の
よ
う
に
、
道
徳
性
と
、
人
間
が
道
徳
性
に
対
し
て

抱
く
関
心
を
、
何
ら
か
の
仕
方
で
概
念
把
握
し
う
る

0

0

0

0

0

0

0

も
の
に
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
一
方
の
課
題
と
他
方
の
課
題
は
、
そ
れ
ゆ
え
に

ま
た
、
異
な
る
意
味
を
持
つ
。
理
論

0

0

哲
学
が
示
す
の
は
、
道
徳
性
が
不
可
能
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
実

践
哲
学
は
、
命
令
の
存
在
論
的
な
分
析
の
結
果
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
批
判
が
こ
こ
で
有
意
味
な
仕
方
で
要
求
し
う

る
積
極
的
な
理
解
可
能
性
が
、
す
で
に
そ
の
も
の
と
し
て
の
道
徳
性
の
理
念
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
最
上
位
の
実
践
的

原
則
に
つ
い
て
は
「
演
繹
」
は
存
在
せ
ず
、「
解
明
」
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
原
則
の
内
容
と
、
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
性
と
、

他
の
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
原
則
と
の
違
い
を
詳
述
す
る
こ
と
だ
け
が
あ
る
（pr.	V

.	V
	52f.

〔
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
坂
部
恵
・
伊

古
田
理
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
７
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（
以
下
『
実
理
』
と
略
）、
一
八
九
頁
以
下
〕）。
こ
れ
は
理
解
可
能
な
立
場

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
人
間
学
と
実
践
哲
学
と
批
判
の
構
成
に
よ
っ
て
一
義
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
立
場
で
あ
る
。
と
こ
ろ
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で
、
道
徳
性
が
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
理
論
的
な
証
示
は
、
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
有
徳
な
者
が
問
う
余
地
も
な
く
聴

従
す
る
た
め
に
は
、
理
論
が
ま
ず
こ
の
こ
と
を
証
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
理
論
は
そ
の
こ
と
を
そ
も
そ
も
証
示
し
よ

う
と
欲
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

の
だ
ろ
う
か
。
認
識
の
理
論
的
な
見
地
は
実
際
に
、
理
性
に
よ
っ
て
で
は
な
く
悟
性
（
狭
い
意
味

で
の
）
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
、
た
ん
に
人
間
的
な

0

0

0

0

認
識
に
、
つ
ま
り
は
経
験
に
、
制
限
さ
れ
た
ま
ま
で
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
カ
ン
ト
哲
学
に
入
る
な
ら
、
原
則
的
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
人
間
学
と
道
徳
と
批
判
の
間
の
連
関
を
眼
前
に
置
く
な
ら
、
有
意
味
で
避
け
が
た
い
も
の
に
な
る
。

　

道
徳
性
の
可
能
性
へ
の
問
い
は
、
道
徳
性
が
自
分
を
呈
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
践
的
に
完
全
に
答
え
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
理

念
が
人
間
の
行
な
い
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
る
こ
と

0

0

に
よ
っ
て
、「
い
か
に
し
て
」に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
問
い
は
余
計
な
も
の
と
さ
れ
た
。

範
型
論
が
図
式
論
の
代
わ
り
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
が
自
分
の
た
め
に
作
る
あ
ら
ゆ
る
像
は
、
は
じ
め
か
ら
た
ん
な
る

象
徴
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
象
徴
は
、
い
か
に
し
て
行
な
い
が
生
じ
う
る
か
を
示
す
の
で
は
な
く
、
い
か
に
行
な
い
が　
　

可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
問
い
な
し
に　
　

生
じ
る
べ
き

0

0

で
あ
る
か
を
示
す
。
つ
ま
り
、「
君
は
な
す
べ
き
だ
か
ら
、
君
は
な
す
こ

と
が
で
き
る
」
と
い
う
わ
け
だ
。
実
践
に
特
殊
な
当
為
の
必
然
性
か
ら
出
発
し
て
、
可
能
性
も
道
徳
的
に
－
実
践
的
な
意
味
で
受
け
と

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
然
性
が
こ
こ
で
は
可
能
性
に
先
行
す
る
。
な
ぜ
な
ら
行
動
が
能
力
に
先
立
つ
か
ら
だ
。
道
徳
性
の
た
め

の
能
力

0

0

に
基
づ
い
て
、
道
徳
性
の
実
在
性
が
そ
の
「
い
か
に
」
に
関
し
て
概
念
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
能
力
は
一
般
に
問
い

に
付
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、そ
う
で
は
な
く
端
的
に
実
証
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
い
か
な
る
そ
の
も
の
と
し
て
の
能
力
も
な
い
。
つ
ま
り
、

そ
の
な
か
で
人
間
が
、
道
徳
的
な
意
志
規
定
と
い
う
行
な
い
に
先
立
っ
て

0

0

0

0

、
そ
れ
で
も
す
で
に
意
志
規
定
を
な
し
う
る
よ
う
な
、
人
間

の
存
在
様
式
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
能
力
を
備
え
て
い
る
の
な
ら
、
人
間
は
も
は
や
端
的
に
法
則
に
服
従
す
る
こ
と
も

な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
む
し
ろ
、
法
則
と
自
分
の
自
律
的
な
存
在
を
、
実
用
的
な
実
存
と
い
う
様
式
に
従
っ
て
、
自
分
の
気
ま
ま
な
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支
配
の
も
と
に
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
人
間
は
法
則
を
前
に
し
て
自
由

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
無
条
件
的
に
強
制
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。　
　

と
は
い
え
人
間
は
い
っ
た
い
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
自
由
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が

道
徳
に
内
在
す
る
困
難
で
あ
っ
て
、
こ
の
困
難
は
法
則
の
分
析
の
あ
い
だ
い
わ
ば
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
浮
上
す
る
。
こ
の

困
難
は
カ
ン
ト
が
問
題
を
二
重
に
取
り
扱
っ
た
根
拠
で
あ
っ
て
、
し
か
も
た
ん
に
主
題
が
二
度
登
場
し
た
こ
と
の
根
拠
と
い
う
だ
け
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
問
い
の
設
定
が
二
重
の
仕
方
で
行
な
わ
れ
た
根
拠
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
違

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い
の
根
拠
で
も
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。

　

科
学

0

0

の
威
信
だ
け
が
、
哲
学
の
「
理
論
的
」
領
域
を
維
持
す
る
根
拠
で
あ
る
、
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

い
か
に
し
て
科
学
（
そ
の
担
い
手
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
客
観
的
な
内
実
に
お
い
て
も
）
は
、
道
徳
的
規
準
に
従
う
批
判
に
服

従
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
か
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
重
要
な
動
機
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
と
は
い
え
そ
れ
で
も
こ
れ
ま
で

叙
述
さ
れ
て
き
た
批
判
の
理
念
が
、
以
下
で
（
第
二
六
節
〔
本
訳
稿
一
六
六
頁
以
下
〕）
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
遂
行
に
お

い
て
も
厳
密
に
固
持
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
科
学
が
そ
の
威
信
を
主
張
し
う
る
の
も
、
道
徳
自
身
が
哲
学
の
理
論
的
問
題
に
場
を
与
え

0

0

0

0

る0

か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
善
と
悪
の
あ
い
だ
で
の
決
断
へ
の
問
い
は
は
じ
め
て
『
宗
教
論
』
で
主
題
と
な
る
し
、
こ
の
問
い

は
実
践
的
形
而
上
学
の
構
築
に
と
っ
て
基
準
を
与
え
る
動
機
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
歴
史
的
な
根
拠
を

0

0

0

0

0

0

0

有
す
る
二
義
性

0

0

0

0

0

0

が
詳
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
義
性
は
善
と
悪
の
概
念
に
も
、
自
由
の
問
題
を
通
じ
て
入
り
込
ん
で
い
る
の
で

あ
る
（
以
下
の
二
九
節
）。

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
先
決
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
自
由
の
現
実
性
も
可
能
性
も
、
こ
こ
で
は
証
明
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
可
能
性
も
ま
た
、リ
ア
ル
に（
事
象
を
備
え
て
）は
、あ
る
種
の
所
与
か
ら
だ
け
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、「
た

ん
な
る
概
念
か
ら
」
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
自
由
は
こ
こ
で
は
た
だ
超
越
論
的
理
念
と
し
て
だ
け
取
り
扱
わ
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れ
る
」
の
で
あ
り
、こ
の
理
念
の
経
験
的
な
適
用
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
る
の
で
あ
る
（r.	V

.	A
	558

）。
理
論
的
に
考
察
さ
れ
る
な
ら
、

自
由
は
何
ら
事
実
的
な
も
の
を
有
し
て
お
ら
ず
、
い
か
な
る
経
験
に
も
基
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
由
に
つ
い
て
の
理
念
は
そ
れ
ゆ

え
、積
極
的
に
は
ま
っ
た
く
判
定
さ
れ
え
な
い
。「
自
然
は
自
由
に
基
づ
く
原
因
性
と
少
な
く
と
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
れ
が
、

私
た
ち
の
果
た
し
え
た
唯
一
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
ま
た
こ
の
こ
と
の
み
が
、
た
だ
ひ
と
つ
関
心
事
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
」（ib.

）。
こ
の
こ
と
で
理
論
的
な
批
判
は
、
権
威
を
備
え
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
実
践
哲
学
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
の
ス
コ
ラ
学
に
あ
っ
て
そ
の
類
似
物
を
持
つ
よ
う
な
場
所
を
割
り
当
て
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
理
論
哲
学
は
道
徳
の
た
め
の
思
弁
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
護
教
と
い
う
機
能
を
持
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。「
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
真
理
に
、
理
性
の
真
理
が
対
立
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
」（Sum

m
a	contra	

gentiles

〔『
対
異
教
大
全
』〕,	cp.	7
）。
こ
の
こ
と
が
、
ト
マ
ス
の
場
合
に
は
実
定
的
な
キ
リ
ス
ト
教

0

0

0

0

0

の
信
仰
の
た
め
に
、
証
明
さ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
ち
ょ
う
ど
対
応
し
た
仕
方
で
、
同
じ
こ
と
が
カ
ン
ト
の
場
合
に
は
、「
自
然
的
で
」
道
徳
的
な

0

0

0

0

信
仰
の
た

め
に
証
明
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。そ
の
た
め
の
根
拠
も
ま
た
類
比
的
で
あ
る
。カ
ン
ト
の
場
合
に
は
、た
だ
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

真
理
だ
け
が
、

ひ
と
つ
の

0

0

0

0

理
性
だ
け
が
存
在
し
う
る
。
道
徳
以
前
の
悪
し
き

0

0

0

理
性
は
、
そ
の
能
力
に
関
し
て
い
え
ば
、
道
徳
的
な
善
い
理
性
以
外
の
も

の
で
は
あ
り
え
な
い
。
悪
が
創
造
そ
の
も
の
の
統
一
を
破
壊
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
の
ち
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
類
比

は
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
の
教
説
と
啓
蒙
一
般
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

自
由
が
意
味
す
る
の
は
さ
し
あ
た
り
つ
ね
に
、
よ
そ
の
原
因
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
の
概
念
の
う
ち
に
は
は
じ
め

か
ら
対
立
の
契
機
が
あ
る
（vgl.	U

.	V
	239

〔
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
（
上
／
下
）』
牧
野
英
二
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
８
／
９
』
岩
波
書

店
、
一
九
九
九
／
二
〇
〇
〇
年
（
以
下
『
判
断
力
』
と
略
）、
上
巻
一
五
頁
〕）。
と
は
い
え
こ
れ
は
自
由
の
消
極
的
な
側
面
に
す
ぎ
な

い
。
積
極
的
に
は
自
由
は
自
分
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
分
で
充
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
は
人
間
に
お
い

て
は
理
性
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、神
に
お
い
て
は
悟
性
的
な
あ
り
方
一
般
で
あ
る
（vgl.	o.	S.	32

〔
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
「
カ
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ン
ト
の
批
判
に
お
け
る
哲
学
と
道
徳
（
一
）
〜
（
五
）」
宮
村
悠
介
訳
、
新
潟
大
学
人
文
学
部
哲
学
・
人
間
学
研
究
会
『
知
の
ト
ポ
ス
』

N
r.10-14

、
二
〇
一
五
〜
九
年
（
以
下
「
哲
学
と
道
徳
」
と
略
）、（
一
）
一
八
六
頁
〕）。
人
間
は
、
自
分
が
意
志
す
る

0

0

0

0

こ
と
を
、
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
人
間
は
、
人
間
が

0

0

0

（
自
分
の
自
然
が
で
は
な
く
）
意
志
す
る
こ
と
を
、
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
動
物
の
選
択

意
志
な
ら
、
ひ
と
は
圧
迫
す
る
こ
と
で
完
全
に
外
的
に
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
に
お
い
て
は
、
外
的
に
強
要
さ
れ
う
る
の
は

せ
い
ぜ
い
行
為
で
あ
っ
て
、
選
択
意
志
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
ひ
と
が
選
択
意
志
そ
の
も
の
の
自
由
を
服
従
さ
せ
、
共
同

世
界
の
威
信
に
よ
っ
て
「
良
心
の
強
制
」
を
行
使
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
情
念
に
お
け

る
実
存
は
人
間
性
と
人
格
性
の
「
真
の
」
性
格
で
は
な
く
、
道
徳
的
な

0

0

0

0

実
存
こ
そ
が
真
の
性
格
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
他
律

と
名
づ
け
る
良
心
の
強
制
は
、
自
由
の
妄
想
と
し
て
姿
を
現
わ
し
、
こ
の
妄
想
か
ら
自
律
的
な
啓
蒙
は
自
分
自
身
を
解
放
す
る
。
真
正

な
自
由
と
は
、
自
己
強
制
も
し
く
は
自
律
で
は
な
い
あ
ら
ゆ
る
強
制
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
法
則
と
い
う
意
味
で
の
自
己

強
制
は
、
唯
一
可
能
な
自
由
、
つ
ま
り
道
徳
的
な
自
由
で
あ
る
（Grdl.	IV

	305

〔
カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
平
田

俊
博
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
７
』
岩
波
書
店
、二
〇
〇
〇
年
（
以
下
『
基
礎
づ
け
』
と
略
）、九
〇
頁
〕;	pr.	V

.	V
	38

〔『
実
理
』
一
六
九
頁
〕）。

こ
う
し
た
思
考
を
遂
行
す
る
こ
と
は
そ
れ
ゆ
え
単
純
で
は
な
い
。
選
択

0

0

が
、
自
律
の
う
ち
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い

0

0

0

こ
と
は
明
ら
か
だ
。

そ
れ
ゆ
え
に
「
真
の
」
道
徳
的
な
自
由
は
、
選
択
意
志

0

0

0

0

の
自
由
か
ら
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
私
が
道
徳
的
に

実
存
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
意
志
す
る
こ
と
を
、
私
は
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
は
自
分
の
た
め
に
私
の
目
的
を
随
意
に
考

え
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
私
は
自
分
の
た
め
に
創
造
に
お
い
て
割
り
当
て
ら
れ
た
目
的
を
、
我
が
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
た
と
え
、
私
自
身
が
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
洞
察
し
て
い
る
場
合
で
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
意
志
規
定
に
関
わ
る
立

法
す
る
意
志
が
、
行
為
に
関
わ
る
選
択
意
志
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
（M

.	d	S.	V
II	26

〔
カ
ン
ト
『
人
倫
の
形
而
上
学
』

樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
11
』
岩
波
書
店
、二
〇
〇
二
年
（
以
下
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
と
略
）、四
二
頁
〕;	o.	

§13

〔「
哲
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学
と
道
徳
（
三
）」
四
五
頁
以
下
〕、そ
う
だ
と
す
れ
ば
意
志
は
「
自
由
と
も
不
自
由
と
も
名
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、

そ
う
し
た
意
志
は
、
行
為
に
で
は
な
く
、
行
為
の
格
率
へ
の
立
法
（
そ
れ
ゆ
え
、
実
践
理
性
そ
の
も
の
）
に
直
接
に
向
か
う
か
ら
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
絶
対
に
必
然
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
い
か
な
る
強
要
も
受
け
つ
け

0

0

0

0

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
だ

選
択
意
志

0

0

0

0

だ
け
が
、自
由

0

0

と
名
づ
け
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
」（ib.

〔
同
書
同
頁
〕）。
意
志
は
、自
分
自
身
を
強
制
す
る

0

0

0

0

、無
条
件
的
に
「
忠

誠
な
」
純
粋
理
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
間
は
た
し
か
に
外
的
に
影
響
を
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
来
的
な
意
味
で
人
間

自
身
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
は
も
は
や
「
た
ん
に
」
人
間
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
の
よ
う
に
、
選
択
な
し
で

0

0

0

0

0

「
自
由
」

で
あ
る
。
選
択
意
志
を
度
外
視
し
て
は
、
つ
ま
り
生
き
て
い
る

0

0

0

0

0

存
在
者
が
な
し
う
る
行
為
を
度
外
視
し
て
は
、
人
間
に
は
い
か
な
る
自

由
も
考
え
ら
れ
な
い
。
他
方
で
選
択
意
志
を
自
己
強
制
に
従
わ
せ
る
（
人
格
を
人
格
性
に
従
属
さ
せ
る
）
な
ら
、
そ
の
選
択
意
志
は
選0

択
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
自
由
で
あ
る
の
で
は
も
は
や
な
い
。「
し
か
し
選
択
意
志
の
自
由
は
、
あ
る
人
た
ち
が
よ
く

こ
こ
ろ
み
て
き
た
よ
う
に
、法
則
に
合
致
し
て
、あ
る
い
は
反
し
て
行
為
す
る
と
い
っ
た
選
択
の
能
力
（libertas	indifferentiae

〔
選

択
の
自
由
〕）
と
定
義
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」（ib.	f.

〔『
人
倫
の
形
而
上
学
』
四
二
頁
〕）。
自
身
の
存
在
の
選
択
は
善
悪
無
記
な

も
の
で
は
な
い
。
私
が
自
分
に
幸
福
の
一
定
の
概
念
を
押
し
つ
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
私
は
道
徳
的
な
良
心
の
声
に
従
う
の
か
は
、
つ

ね
に
私
の
選
択
意
志
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
す
れ
ば
ひ
と
は
幸
い
で
あ
り
う
る
か
を
、私
は
最
初
か
ら
考
案
す
る
べ
き
で
は
な
く
、

悪
も
善
も
事
実
的
に
私
に
関
わ
っ
て
く
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
法
則
は
事
実
で
あ
り
、
共
同
世
界
も
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ひ
と
が
自
由
の
も
と
で
そ

も
そ
も
何
を
理
解
す
べ
き
か
が
、
と
て
も
曖
昧
に
な
る
の
で
あ
る
。
所
与
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
の
手
段
の
選
択
は
、
そ
の
も
の
と
し

て
は
、
動
物
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
自
発
的
で
あ
り
、
と
は
い
え
自
由
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
他
方
で
目
的
を
選

ぶ
こ
と
だ
け
が
自
由
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る

0

0

0

。
究
極
目
的
が
つ
ね
に
何
ら
か
の
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
お
り
、
現
実
に
自
分
が
投
企
し
た

も
の
で
は
な
い
な
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
選
択
意
志
の
自
由
も
ま
た
た
ん
に
動
物
的

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
動
物
的
な
自
発
性
の
高
次
の
形
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式
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
は
つ
ね
に
他
の
事
物
だ
け
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
、
し
か
し　
　

そ
れ
で
も
こ
れ
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
の

だ
が　
　

自
分
自
身
を

0

0

0

0

0

選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
（o.	S.	73	f.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
三
）」
四
九
頁
〕）。
ひ
と
が
自
身
ど
の
よ
う
に
「
あ
る

か
」、
こ
の
こ
と
は
つ
ね
に　
　

他
律
的
も
し
く
は
自
律
的
に　
　

強
制

0

0

の
も
と
で
決
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
道
徳
的
な
実
存
は
そ

の
さ
い
、
た
ん
に
選
択
を
申
し
出
る
も
の
で
は
な
く
、
条
件
を
欠
い
た
仕
方
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

強
制
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
も
な

お
自
由
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
明
ら
か
に
ま
さ
に
こ
う
し
た
領
域
に
お
い
て
自
由
が
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
問
題
は
、
人
間
を　
　

人
間
が
い
か
に
強
制
さ
れ
て
い
よ
う
と
も　
　

そ
れ
で
も
本
質
的
に
動
物
か
ら
区

別
す
る
、
人
間
の
理
性
的
な
あ
り
方

0

0

0

0

0

0

0

に
か
か
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
自
由
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
善
と
悪
に
対
す
る
人
間
の
地
位
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
二
重
の
内
的
な
強

制
の
固
有
な
あ
り
方
に
お
い
て
、
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
人
間
が
道
徳
的
な
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
は
疑
い
よ
う
が
な
い

の
だ
か
ら
、
人
間
は
自
分
を　
　

つ
ね
に
ひ
と
が
表
象
し
て
い
る
よ
う
に　
　

善
と
悪
の
あ
い
だ
で
決
断
し

0

0

0

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
は
存
在
す
る

0

0

0

0

。そ
れ
ゆ
え
に
カ
ン
ト
は
選
択
意
志
の
善
悪
無
記
を
論
難
し
、そ
の
一
方
で
次
の
よ
う
に
付
け
足
す
。「
た
と
え
フ
ェ

0

0

ノ
メ
ノ
ン

0

0

0

0

と
し
て
の
選
択
意
志
が
、
し
ば
し
ば
そ
う
し
た
実
例
を
経
験
に
お
い
て
与
え
る
と
し
て
も
」（M

.	d.	S.	V
II	27

〔『
人
倫
の

形
而
上
学
』
四
二
頁
〕）。
こ
こ
で
哲
学
は
明
白
に
、
困
難
に
陥
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
こ
で
や
は
り
、
倫
理
学
自
身
に
お
い
て
も
、
理
論

的
な
問
題
設
定
と
実
践
的
な
問
題
設
定
の
並
立
が
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
明
ら
か
に
現
わ
れ
出
る
。
実
践
的
に
は

0

0

0

0

0

善
へ
の
自
由
だ
け
が
「
理

解
可
能
」
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
自
由
だ
け
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
こ
れ
に
対
し
て
、
た
し
か
に
悪0

へ
の

自
由
は
な
に
ほ
ど
か
経
験
的
な
事
実
で
あ
る
が
、
善
へ
の
自
由
は
そ
う
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
つ
ま
り
自
由
を
「
私
た
ち
の
う
ち
な
る

消
極
的
な
性
質
と
し
て
だ
け
」（ib.

〔
同
書
四
三
頁
〕）
知
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
感
性
的
に
は

0

0

0

0

0

強
制
さ
れ
て
い
な
い

0

0

0

。
し
か
し
私
た
ち

が
い
か
に
し
て
別
様
に
強
制
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
の
こ
と
は
「
理
論
的
に

0

0

0

0

ま
っ
た
く
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（ib.

〔『
人
倫
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の
形
而
上
学
』
四
三
頁
〕）。「
可
想
的
な
も
の
の
可
感
的
な
も
の
へ
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
理
論
も
存
在
し
な
い
」（ib.	

V
II	251	A

〔『
人
倫
の
形
而
上
学
』
三
一
七
頁
〕）。
確
実
で
あ
る
の
は
明
ら
か
に
、選
択
意
志
が
内
的
に

0

0

0

強
制
さ
れ
る
こ
と
、し
た
が
っ

て
ま
た
選
択
意
志
の
規
定
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
（
ま
さ
に
そ
の
規
定
が
）
真
正
な
強
制

0

0

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
自
己

0

0

規
定

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
か
ぎ
り
で
何
ほ
ど
か
自
由
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
情
念
に
も
ま
た
自
由
な

0

0

0

選
択
意
志
と
し
て
の
選
択
意
志
は
服
従
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
別
の
捕
ら
わ
れ
た

0

0

0

0

0

仕
方
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
が
こ
の
二

種
類
の
内
的
な
強
制
の
あ
い
だ
の
違
い
、
つ
ま
り
真
正
で
善
な
る
強
制
と
真
正
な
ら
ざ
る
悪
な
る
強
制
の
違
い
に
つ
い
て
、
明
ら
か
な

表
象
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ひ
と
が
両
者
を

0

0

0

考
察
す
る
場
合
の
み
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
情
念
が
出
発
点

を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
情
念
は
さ
し
あ
た
り
直
観
で
き
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
共
同
世
界
は
そ
れ

ゆ
え
、
選
択
意
志
の
自
由
を
理
解
す
る
地
平
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
共
同
世
界
は
自
由
の
歴
史
的
な
概
念

0

0

0

0

0

0

を
与
え
る
こ
と
に

も
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
問
い
の
こ
う
し
た
次
元
に
は
原
理
的
な
意
義
を
認
め
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
こ
の
次
元

を
知
っ
て
は
い
た
の
で
は
あ
る
が
。
カ
ン
ト
は
当
該
の
現
象
と
、
そ
の
道
徳
性
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
完
全
に
明
白
に
見
て
い
る
、
し0

か
し
そ
の
も
の
と
し
て
の
哲
学
的
な
概
念
把
握
に
と
っ
て
の
そ
の
根
源
性
を
見
て
は
い
な
い
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
カ
ン
ト
の
哲
学
的
な
理
解
の

「
先
把
握
〔V

orgriff

〕」（
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
）
は
、こ
う
し
た
（
こ
と
が
ら
に
関
し
て
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
主
導
的
な
）

領
域
か
ら
は
く
み
出
さ
れ
て
い
な
い
。
カ
ン
ト
は
道
徳
的
な
強
要
を
道
徳
的
で
な
い
強
要
か
ら
区
別
す
る

0

0

0

0

だ
け
で
あ
る
。「
理
性
の
内

的
立
法
に
関
す
る
自
由
は
、
本
来
た
だ
そ
れ
だ
け
が
能
力
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
は
ず
れ
る
可
能
性
は
無
能
力
な
の
で
あ
る
」（M

.	d.	S.	
V
II	27

〔『
人
倫
の
形
而
上
学
』
四
三
頁
〕）。
と
は
い
え
「
能
力
」
と
「
不
能
力
」
は
そ
の
決
定
的
な
実
在
性
に
お
い
て
（
そ
の
事
象

内
容
に
お
い
て
）
生
の
経
験
か
ら

0

0

0

0

0

0

解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く

0

0

0

0

、
対
象
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
た
自
然
経
験

0

0

0

0

か
ら
出
発
し
て
解
釈
さ
れ

て
い
る
。「
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
」
と
し
て
だ
け
選
択
意
志
は
逸
脱
す
る
こ
と
も
あ
り
え
る
と
い
う
わ
け
で
、
選
択
意
志
が
本
来
そ
う
で
あ
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る
「
ヌ
ー
メ
ノ
ン
」
と
し
て
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
れ
が
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
支
配
的
な
、
説
明
の
方

向
性
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
た
し
か
に
、
自
由
と
い
う
道
徳
的
な
可
能
性
が
、
そ
の
特
徴
づ
け
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
達
成
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
悪0

へ
の
自
由
は
そ
の
こ
と
で
、
絶
対
的
に
理
解
で
き
な
い
不
条
理
に
な
っ
て
し
ま
う
。
悪
へ
の
自
由
は
自
由
の
概0

念0

に
属
す
べ
き
で
は
な
く
、「
経
験
が
教
え
る
よ
う
な
」（M

.	d.	S.	V
II	27

〔『
人
倫
の
形
而
上
学
』
四
三
頁
〕）
自
由
の
「
行
使

0

0

」
に

属
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
行
使
も
し
く
は
使
用
は
、
実
践
的
な
も
の
に
お
い
て
は
概
念
を
呈
示
す
る
唯
一
の
道
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
ま
た
概
念
の
実
在
性
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
る
（vgl.	o.	S.	95f.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
三
）」
九
五　

六
頁
〕）。
そ
れ
ゆ
え
に
『
宗
教
論
』

は
善
へ
の
自
由
と
悪
へ
の
自
由
の
あ
い
だ
の
区
別
を
ま
っ
た
く
度
外
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（『
人
倫
の
形
而
上
学
』と
は
違
っ
て
）

両
者
を

0

0

0

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
『
宗
教
論
』
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で
も
善
悪
無
記
の
選
択
意
志
の
自
由
〔liberum

	arbitrium
	

indifferentiae

〕（
本
書
二
九
節
）
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
た
ん
に
理
論
的
な

0

0

0

0

自
由
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
自
由
は
叡
智
人
に
そ
の

能
力
と
し
て
帰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

コ
ー
エ
ン
は
、
理
論
的
な
説
明
の
方
向
づ
け
が
、
道
徳
性
に
適
合
し
な
い
こ
と
を
、
鋭
く
強
調
し
て
い
た
。
自
由
が
倫
理
法
則
の
地

平
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ず
、
理
論
的
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
な
ら
自
由
は
悟
性
（
狭
義
の
）
に
よ
っ
て
概
念
把
握
さ
れ
う
る
の
で

あ
っ
て
、
理
性
に
よ
っ
て
は
概
念
把
握
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
自
由
に
つ
い
て
の
概
念
は
そ
の
と
き
に
は
思
弁
的

0

0

0

で
あ
る
。
自
由

の
概
念
は
無
制
約
的
な
も
の
に
ま
で
拡
張
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
実
践
的
な
理
念
で
は
な
く
、
た
ん
に
超
越
論
的
な
、
独
断

論
的
に
－
形
而
上
学
的
な
理
念
で
あ
る
。
自
然
法
則
に
し
た
が
う
人
間
の
因
果
性
は
、
あ
る
別
の
現
象
が
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
も
の
と

し
て
先
行
す
る
と
い
う
、
条
件
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
条
件
は
単
純
に
取
り
の
ぞ
か
れ
、「
自
由
に
よ
る
原
因
性
」
は
「
絶

対
的
な
自
己
活
動
性
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
（r.	V

.	A
	418

）。
つ
ま
り
「
自
由
に
よ
る
原
因
性
」
は
、「
自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
経

過
す
る
現
象
の
系
列
を
み
ず
か
ら

0

0

0

0

開
始
す
る
、原
因
の
絶
対
的
な
自
発
性

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
（ib.	A

	446;	desgl.	A
	533

）。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
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て
明
ら
か
に
、
道
徳
的
な
も
の
の
固
有
性
と
事
象
内
容
を
な
す
す
べ
て
の
も
の
は
、
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
。
人
間
の
自
由
は
そ
れ
で
も

「
た
え
ず
拡
張
さ
れ
る
感
性
的
な

0

0

0

0

能
力
の
よ
う
な
も
の
を
、
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
的
で
は
な
く
可
想
的
な
種
類
の
存
在
者
性
に
帰
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」（Cohen,	K

ants	Begr.	d.	Ethik

〔『
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
基
礎
づ
け
』〕	S.	125

）。
自
由
が
「
感
性
的
」
で
あ
る
の
は
、

こ
の
場
合
で
は
自
由
の
存
在
様
式

0

0

0

0

に
従
っ
て
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
実
践
的
に
受
け
と
ら
れ
た
自
由
が
、
そ
れ
自
身
存
在

様
式
の
よ
う
な
或
る
も
の
に
見
え
る
一
方
で
、
自
由
は
対
象
と
し
て
存
在
す
る
能
力
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
能
力
を
人
間
は
、
身
体

の
器
官
の
よ
う
に
利
用
し
う
る
。
悪
へ
の
自
由
は
こ
こ
で
は
善
へ
の
能
力
と
同
じ
よ
う
な
能
力
で
あ
る
。
実
践
的
な
見
地
に
お
い
て
は

悪
は
た
だ
例
外
と
し
て
だ
け
欲
せ
ら
れ
う
る
よ
う
に
見
え
た
（o.	S.	136	f.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
五
）」
一
六
八　

七
〇
頁
〕）。
こ
こ
で

は
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
は
悪
魔
の
よ
う
に
悪
で
あ
る
が
ゆ
え
に
悪
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。「
し
か
し
、
原
罪
を
超
越
論
的
な
肋
骨

か
ら
生
じ
た
ア
ダ
ム
に
負
わ
せ
る
こ
と
で
、
自
由
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
」（a.	a.	O

.	S.	127

）。
コ
ー
エ
ン

は
思
弁
的
な
自
由
概
念
の
う
ち
に
あ
る
存
在
論
的
な
抜
け
道
を
認
識
し
て
い
る
が
、彼
自
身
は
そ
の
抜
け
道
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

コ
ー
エ
ン
は
、
人
間
が
そ
の
う
ち
で
自
分
自
身
を
規
定
す
る
、
本
性
の
存
在
を
純
粋
な
思
考
の
「
産
物
」
と
し
て
規
定
し
、
し
か
も
そ

の
産
出
行
為
を
無
限
な
課
題

0

0

と
し
て
規
定
す
る
こ
と
で
、そ
の
抜
け
道
を
回
避
す
る
の
で
あ
る
。そ
う
な
ら
ば
自
由
は
次
の
こ
と
に
よ
っ

て
確
実
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。つ
ま
り
倫
理
性
と
存
在
様
式
と
し
て
の
自
然
は
ひ
と
つ
の
同
じ
理
性
と
相
関
的
に
構
成
さ
れ
、

し
か
も
両
者
は
「
純
粋
さ
の
方
法
」
に
し
た
が
う
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
事
情
は
は
じ
め
か
ら
異
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
カ
ン
ト
が
自
分
の
哲
学
的
な
理
解
を
方
向
づ
け
て
い
る
の

は
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
文
化
産
物
に
お
い
て
で
は
な
く
、
神
の
創
造
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
然
と
自
由
は
、
も
し
そ
も
そ
も

調
和
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
創
造
に
お
い
て
だ
け
調
和
し
う
る
。
創
造
は
事
実
的

0

0

0

で
あ
る
。
創
造
は
人
間
の
自
己
充
足
し
た
あ

り
方
に
基
づ
い
て
は
概
念
把
握
さ
れ
え
ず
、
ま
た
、
人
間
が
本
質
的
に
自
分
の
存
在
の
現
実
的
な
遂
行

0

0

に
お
い
て
実
存
し
て
い
る
な
ら
、
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創
造
は
概
念
把
握
さ
れ
え
な
い
。
現
代
の
カ
ン
ト
解
釈
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
、
こ
の
現
実
性
も
ま
た
、
カ
ン
ト
自
身
に
と
っ
て
は
事

実
と
し
て
の
法
則
に
基
づ
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
こ
で
事
実
的
な
も
の
が
語
ら
れ
う
る
の
か
は
、
も

ち
ろ
ん
ま
さ
し
く
、
道
徳
的
な
実
存
か
ら
し
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
倫
理
的
な
あ
り
方
か
ら
出
発
し
て
、
倫

理
性
か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
経
験
と
し
て
の
生
の
経
験
の
原
理
を
取
り
出
す
な
ら
ば
、
感
性
界
は
道
徳
性
の
象
徴
で
あ
る

こ
と
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
示
さ
れ
る
。
道
徳
性
こ
そ
は
、
感
性
界
の
究
極
目
的
と
し
て
、
感
性
界
の
超
感
性
的
な
基
体
な
の
で
あ
る
。
こ

の
基
体
は
事
実
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
ら
か
じ
め
見
出
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
規
定
可
能
で
あ
る
。
倫
理
法
則
の
意
味
に
お
い
て
世

界
の
存
在
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
目
的
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
差
し
迫
っ
て
く
る
現
実
性
そ
の
も
の
が
道
徳
性
を
指

し
示
す
も
の
と
な
る
。
可
能
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
そ
の
と
き
に
は
あ
ら
ゆ
る
き
っ
か
け
を
失
う
。
全
自
然
が
そ
の
事

実
的
な
秩
序
に
お
い
て
、
自
然
の
創
造
主
が
人
間
に
要
求
す
る
目
的
の
ほ
う
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
私
は
道
徳

性
の
た
め
に
自
由
で
あ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
（
１
）。
懐
疑
は
こ
こ
で
は
無
駄
で
あ
る
、
な
ぜ

な
ら
、
自
然
そ
の
よ
う
に
経
験
す
る

0

0

0

0

者
は
、
道
徳
性
を
す
で
に
選
び
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
堅
い
」
現

実
性
は
そ
う
し
た
人
物
に
と
っ
て
は
、
そ
の
者
に
と
っ
て
す
で
に
問
う
ま
で
も
な
く
確
実
で
あ
る
こ
と
を
確
証
す
る
だ
け
で
あ
る
。
実0

践
的
な

0

0

0

見
地
に
お
い
て
は
そ
れ
ゆ
え
人
間
が
不
自
由
で
あ
る
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、何
よ
り
も
自
由
へ
の
理
論
的
な
問
い
そ
の
も
の
が
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ひ
と
つ
の
妄
想
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
次
の
こ
と
が
見
て
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
へ
の
能
力
も
し
く
は
素
質
は

た
し
か
に
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
実
は
純
粋
な
実
践
理
性
の
使
用
の
根
底
に
存
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
と
は
い
え
こ
の
事
実
が
、
こ

の
事
実
の
真
な
る
事
実
性

0

0

0

に
し
た
が
っ
て
、
事
実
と
し
て
出
会
わ
れ
、
ま
た
一
般
に
表
象
さ
れ
う
る
の
は
、
た
だ
そ
の
使
用
に
お
い
て

0

0

0

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
使
用
に
先
立
っ
て

0

0

0

0

の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
事
実
と
し
て
カ
ン
ト
は
自
由
を
、
何
よ
り
も
『
判
断
力
批
判
』

に
お
い
て
認
め
て
い
る
（ib.	

§91

〔『
判
断
力
（
下
）』
一
六
三
頁
〕;	

本
書
第
二
七
節
〔
本
訳
稿
一
八
九
頁
以
下
〕
も
参
照
せ
よ
）。
こ
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れ
に
対
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
、
部
分
的
に
は
『
実
践
理
性
批
判
』
が
示
し
て
い
る
の
は
、
行
動
の
絶
対
的
な
自
発
性
と
い
う
能

力
は
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
能
力
は
倫
理
法
則
の
前
提
と
し
て
推
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
自
由

と
い
う
能
力
の
概
念
の
根
底
に
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
存
在
の
了
解
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
事
実
は
こ
こ
で
は
、
創
造

さ
れ
た
者
と
し
て
道
徳
的
見
地
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
経
験
の
「
対
象
」
と
し
て
理
論
的
な

0

0

0

0

見
地
に
お
い
て
見

い
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
常
的
な
技
術
を
用
い
る
生
が
、
物
件

0

0

と
し
て
の
対
象
に
（
物
件
と
し
て
の
人
間
に
も
）
関
わ
り
、
ま

た
機
械
論
に
よ
っ
て
説
明
す
る
科
学

0

0

が
そ
の
客
体
と
関
わ
る
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
暫
定
的
に
だ
け
、
道
徳

の
原
則
を
度
外
視
す
る
な
ら
、
生
の
経
験
に
固
有
の
あ
り
方
は
経
験
一
般
に
等
し
く
な
る
。
こ
こ
で
言
う
経
験
と
は
、
そ
の
も
の
と
し

0

0

0

0

0

0

て
の

0

0

あ
ら
ゆ
る
直
観
可
能
で
同
時
に
思
考
し
う
る
も
の
に
つ
い
て
の
経
験
で
あ
り
、
際
立
っ
た
事
実
へ
の
目
的
論
的
な
方
向
づ
け
を
度

外
視
し
て
も
可
能
な
経
験
で
あ
る
。
こ
れ
が
独
断
論
的
な
経
験
主
義
の
立
場
で
あ
っ
て
、
こ
の
経
験
主
義
は
、
人
間
の
本
性
の
事
実
は
、

純
粋
な
対
象
と
同
一
の
意
味
で
事
実
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
洞
察
し
な
い
。
人
間
学
に
お
い
て
は
も
っ
と
も
な
権
利
を
持

つ
「
外
部
か
ら
の
見
方
」
が
、
こ
こ
で
は
唯
一
の

0

0

0

見
方
に
な
る
。
人
間
の
身
体
は
た
ん
な
る
物
体
と
な
り
、
内
的
感
官
が
身
体
に
つ
い

て
示
す
も
の
は
、
対
象
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
心
身
を
備
え
た
存
在
者
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
全
体
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
る
。
こ

れ
こ
そ
が
、「
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
」
と
し
て
の
経
験
主
義
が
、「
自
由
に
よ
る
因
果
性
」
を
説
く
思
弁
的
な
「
テ
ー
ゼ
」
に
対
置
し
た
命

題
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
、
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
考
え
て
い
る
の
は
、
プ
リ
ー
ス
ト
リ
の
決
定
論
的
な
心
理
学
で
あ
る
と
と
も
に
（r.	V

.	
A
	745;	pr.	V

.	V
	108

〔『
実
理
』
二
六
六
頁
〕）、
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
由
の
分
析
で
も
あ
る
（r.	V

.	A
	745	f.

）（
２
）。
自
然
科
学
と
日
常

的
な
生
の
計
量
的
な
理
解
は
と
も
に
、
独
断
論
的
な
仕
方
で
、
一
貫
し
た
自
然
の
因
果
性
の
原
理
の
も
と
に
あ
る
。
人
間
が
一
定
の
状

況
で
は
、
必
然
的
に
一
定
の
感
情
を
持
ち
、
一
定
の
傾
向
性
を
展
開
し
、
一
定
の
行
動
へ
と
動
か
さ
れ
る
こ
と
を
、
無
条
件
的
に
前
提

す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
学
問
〔
科
学
〕
ば
か
り
で
な
く
、「
実
践
的
な
」
生
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
政
治
学

0

0

0

の
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独
断
論
的
な
存
在
論
で
あ
る
。
た
ん
に
経
験
的
な
世
界
の
知
識
の
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
は
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
把
握
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
た

ん
に
経
験
的
に
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
情
念
が
最
後
の
言
葉
を
握
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
、経
験
主
義
に
自
分
の
存
在
の
理
解
に
お
け
る
独
断
論
的
な
も
の
を
指
摘
す
る
と
い
う
、課
題
を
持
っ
て
い
る
。

自
然
の
存
在
の
構
造
に
、
原
因
性
が
経
験
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
属
し
て
い
る
。
そ
の
自
然
の
存
在
は
、
唯
一
の
存
在
で

は
な
く
、
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
派
生
的
な

0

0

0

0

存
在
論
で
あ
る
（o.	S.	152

〔「
哲
学
と
道
徳
（
五
）」
一
九
〇
頁
〕）。
対
象
と
し
て
の
人
間

が
、
自
然
法
則
に
服
す
る
の
だ
と
し
て
も
、
人
間
は
た
ん
に
経
験
の
対
象
と
い
う
意
味
で
「
存
在
し
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
物
自
体

そ
の
も
の
と
し
て
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
と
し
て
の
存
在
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
の
人
間
が
意
志
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
人
間
の
経
験
的
な
行
動
を
条
件
づ
け
る

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
も
、
排
除

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
が
両
者
の
意
味
で
「
存
在
す
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
は
、
人
間
が
同
時
に
自
然
必
然
的
で
あ

る
と
と
も
に
自
由
に
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
何
ら
か
の
仕
方
で
可
能
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
カ
ン
ト

が
自
由
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
の
た
め
に
展
開
し
た
思
想
で
あ
る
（r.	V

.	A
	532-558

）。
さ
て
思
弁
的
な
テ
ー
ゼ
が
仮
象
に
基
づ

い
て
い
る
に
し
て
も
、し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
存
在
自
体
そ
の
も
の
が
（
対
立
す
る
立
場
に
よ
っ
て
）
経
験
的
な
対
象
の
あ
り
方
と
誤
っ

て
同
一
視
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
と
き
で
も
ひ
と
は
、
絶
対
的
な
因
果
性
が
存
在
す
る
の
を
、
証
明
す
る

0

0

0

0

こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い

う
の
も
そ
の
と
き
に
は
、
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
的
な
存
在
は
、
留
ま
り
つ
つ
意
の
ま
ま
に
し
つ
つ
現
に
持
つ
こ
と
に
対
し
て
の
存
在
に
お
い

て
存
す
る

0

0

0

と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
、自
ら
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
経
験
的
な
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
が
、認
識
可
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
定
義
づ
け

0

0

0

0

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、そ
の
場
合
に
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン
は
そ
れ
自
体
と
し
て
認
識
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

形
而
上
学
は
そ
の
と
き
に
は
、
理
念
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
、
自
然
的
な
仮
象
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
仮

象
と
は
、
そ
の
表
象
さ
れ
た
も
の
が　
　

表
象
さ
れ
た
も
の
と
し
て　
　

認
識
し
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
純
粋
理
性
に
よ
る
表
象
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作
用
が
空
虚
で
あ
り
、
直
観
的
に
は
呈
示
で
き
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
存
在
論
的
な
真
理
で
あ
っ
て
、
こ
の
真
理
を
批
判
は
（
経
験

の
）
人
間
的
な
認
識
の
分
析
に
よ
っ
て
白
日
の
も
と
に
さ
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
解
決
の
難
点
を
、
い
ま
だ
ど
の
解
釈
も
克
服
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
難
点
は
、
批
判
が
必
然
的
に
創
造
の
存
在

論
を
所
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
批
判
は
、
カ
ン
ト
自
身
も
精
確
に
知
っ
て
い
る

よ
う
に
（o.	

§	23
〔「
哲
学
と
道
徳
（
五
）」
一
七
七
頁
以
下
〕）、
超
越
論
的
仮
象
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と

は
い
え
創
造
の
存
在
論
は
理
論
的

0

0

0

で
は
あ
り
え
な
い
。そ
れ
ゆ
え
創
造
の
存
在
論
が
必
然
的
に
実
践
的

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

こ
こ
で
は
唯
一
の
方
途
で
あ
り
、
ま
た
す
で
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
も
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
た
方
途
で
あ
る
。
人

間
の
経
験
的
な
行
動
が
純
粋
理
性
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
よ
う
に
、
人
間
の
行
動
は
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
行
動

と
い
う
も
の
が
一
般
に
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
り
必
然
的
で
あ
る
か
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
事
実
的
な
創
造
か
ら
把
握
さ
れ
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
道
徳
的
な
人
格
性
に
対
す
る
素
質
は
、
根
拠
づ
け
ら
れ
う
る
も

の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
い
か
ほ
ど
理
解
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
護
教
論

0

0

0

で
あ
る

べ
き
な
の
だ
か
ら
、
批
判
は
道
徳
性
に
対
す
る
自
立
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
批
判
は
公
平
な
審
級
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
は
じ

め
か
ら
道
徳
の
側
に
立
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
批
判
は
そ
の
限
り
で
は
、
道
徳
的
な
規
準
以
外
の
規
準
を
必
要
と
す
る
。
こ
の

規
準
は
思
弁
的
な
存
在
論
の
う
ち
に
も
経
験
的
な
存
在
論
の
う
ち
に
も
存
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
批
判
は
そ
う

し
た
ふ
た
つ
の
可
能
性
を
度
外
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
規
準
は
む
し
ろ
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
批
判
の
形
式
的
な
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
う
ち
に

存
す
る
。
批
判
は
、
こ
こ
で
あ
る
観
点
に
お
い
て
理
解
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
理
論
的
な
哲
学
と
し
て
は
、「
可
想
的

な
」
世
界
と
「
可
感
的
な
」
世
界
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

0

0

0

0

0

に
帰
着
す
る
。
こ
う
し
た
区
別
の
形
式
が
、
護
教
論
と
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
の
批
判
の
規
準
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
批
判
は
、
自
由
が
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
可
想
的
世
界
と
神
の
知
性
を
ひ
と
つ
の
「
可
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能
的
な
」
課
題

0

0

と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
批
判
は
、
自
由
が
証
明
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
人
間
の

本
性
と
そ
の
制
限
さ
れ
た
あ
り
方
に
つ
い
て
の
経
験
を
、
独
断
論
的
に

0

0

0

0

0

経
験
的
認
識
に
基
づ
い
て
受
け
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
に

神
の
知
性
な
い
し
は
純
粋
理
性
が
あ
り
、
他
方
に
は
与
え
ら
れ
た
も
の
の
事
実
性
が
あ
る
。
こ
の
両
者
の
積
極
的
な
関
係
は
、
道
徳
的

に
－
実
践
的
に
だ
け
理
解
さ
れ
う
る
。
道
徳
に
先
立
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
世
界
の
目
的
論
の
全
体
が
疑
わ
し
い
ま
ま
で
あ
る
し
、
人
間
的
な

悟
性
の
主
観
的
な
欲
求
と
相
関
的
に
だ
け
正
当
化
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
道
徳
に
先
立
つ
護
教
論
的
な
批
判
は
（
そ
の
批
判
と
し
て

の
理
論
的
な
見
地
に
お
い
て
）、
事
実
的
な
も
の
と
そ
の
も
の
と
し
て
可
想
的
な
も
の
と
の
あ
い
だ
の
区
別
を
固
定
し
う
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
批
判
は
、
こ
れ
ら
区
別
さ
れ
る
両
者
を
、
そ
れ
が
積
極
的
に
い
か
に
「
あ
る
か
」
に
つ
い
て
は
、
独
断
論
的
に
し
か
概

念
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
物
自
体
は
、
思
弁
的
な
形
而
上
学
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
、
た
ん
に
総
じ
て
「
蓋
然
的
な
も
の
」

と
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
可
能
的
な
も
の
」
と
し
て
、
説
明
さ
れ
る
。
他
方
で
は
人
間
学
的
な
経
験
も
、
自
然
経
験
と
同
じ
段

階
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
学
的
な
経
験
に
固
有
の
「
絶
対
性
」
は
自
然
経
験
に
移
行
し

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
た
そ
の
も
の
と
し
て
の
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

問0

、
つ
ま
り
自
分
自
身
を
理
解
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
学
問
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ひ
と
つ
の
規
準
と
し
て
の
権
威
を
保
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
独
断
論
的
に
理
解
さ
れ
た
物
自
体
の「
可
能
性
」は
、独
断
論
的
に
理
解
さ
れ
た
学
問〔
科
学
〕の「
必
然
性
」に
対
応
す
る
。『
純

粋
理
性
批
判
』
の
根
底
に
存
す
る
方
法
論
的
な
ア
ポ
リ
ア
は
、
こ
の
『
批
判
』
が
道
徳
的
原
則
の
も
と
に
あ
る
人
間
学
に
与
え
、
ま
た

人
間
学
に
だ
け
与
え
て
よ
い
の
と
同
じ
も
の
を
、こ
の
『
批
判
』
が
曖
昧
な
仕
方
で
自
然
科
学
に
与
え
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

護
教
論
が
創
造
を
課
題
と
し
て
だ
け
要
求
し
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
は
次
の
こ
と
が
避
け
が
た
く
な
る
。
そ
れ
は
、
護
教

論
は
科
学
〔
学
問
〕
の
要
求
に
道
徳
に
先
だ
っ
て

0

0

0

0

ど
ん
な
場
合
で
も
十
分
に
応
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
護
教
論
が
科
学
に
絶
対

的
な
正
当
化
を
許
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
護
教
論
は
科
学
に
限
界
を
指
し
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
と
は
い
え
護
教

論
は
科
学
を
道
徳
的
に
認
識
し
う
る
限
界
の
内
部
で
は
独
断
論
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

理
解
し
て
い
る
か
ら
、
護
教
論
は
科
学
を
あ
ら
か
じ
め
持
つ
こ
と
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の
遂
行
に
お
い
て
は
、
一
種
の
よ
り
高
次
の
経
験
主
義
に
陥
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
、
人
間
に
と
っ
て
行
為
の
決
定
的
な
瞬
間
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
的
な
「
た
ん
な
る
思
弁
的
な
理
性
の

た
わ
む
れ
は
夢
幻
の
影
た
ち
の
よ
う
に
消
え
う
せ
、
彼
は
自
分
の
原
理
を
ひ
た
す
ら
実
践
的
関
心
に
し
た
が
っ
て
選
択
す
る
」（r.	V

.	
A
	475	f.

）
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
道
徳
的
な
行
為
は
ま
た
、「
自
由
は
不
可
能
で
は
な
い
の
か
」
と
も
は
や
問
う
こ
と
も
な
く
、

聴
従
す
る
だ
け
で
あ
る
。「
し
か
し
や
は
り
、
思
索
し
、
探
究
す
る
人
間
に
と
っ
て
好
ま
し
い
の
は
、
一
定
期
間
を
ひ
た
す
ら
自
分
自

身
の
理
性
を
吟
味
す
る
こ
と
に
捧
げ
、
そ
の
さ
い
し
か
も
一
切
の
党
派
性
を
ま
っ
た
く
捨
て
さ
っ
て
、
自
分
の
見
解
を
他
者
た
ち
の
判

定
を
求
め
て
公
表
す
る
こ
と
で
あ
る
。だ
か
ら
、命
題
と
反
対
命
題
を
、そ
れ
ら
が
い
か
な
る
威
嚇
に
よ
っ
て
も
脅
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

自
分
自
身
と
同
じ
立
場
（
つ
ま
り
脆
弱
な
人
間
の
立
場
）
に
立
つ
陪
審
員
の
前
で
弁
護
さ
れ
う
る
よ
う
に
主
張
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
誰
か
ら
も
悪
く
と
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
し
、
ま
し
て
や
禁
じ
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
」（ib.

）。
理
論
的
に
－
人
間

学
的
な
見
地
に
お
い
て
は
、
批
判
者
は
自
律
的
な
裁
判
官
と
し
て
で
は
な
く
、
た
ん
に
人
間
的
な
「
陪
審
員
」
と
し
て
判
断
す
る
。
こ

の
者
は
こ
こ
で
は
、（
根
元
的
な
意
味
で
）
自
分
の
啓
蒙
に
つ
い
て
自
ら
啓
蒙
す
る
こ
と
な
く
、
啓
蒙
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
も
と

よ
り
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
道
徳
性
と
実
践
的
な
形
而
上
学
が
規
準
と
し
て
理
性
の
妄
想
を
遠
ざ
け
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
は

い
え
こ
う
し
た
固
有
で
事
柄
に
そ
く
し
た
規
準
の
要
求
は
い
わ
ば
先
延
ば
し

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
由
の
問
題

を
要
求
す
る
よ
う
に
見
え
る
、
人
間
的
で
哲
学
的
な
関
心
に
絶
対
的
な
働
く
余
地
を
与
え
る
た
め
に
で
あ
る
。
人
間
は
決
し
て
完
全
に

道
徳
的
に
実
存
す
る
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
避
け
が
た
く
道
徳
に
先
だ
っ
て

0

0

0

0

0

も
ま
た
実
存
す
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
情

が
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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第
二
六
節　

批
判
的
方
法
（
３
）

　

目
下
の
研
究
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
哲
学
の
基
礎
づ
け
に
従
事
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
よ

る
経
験
さ
れ
う
る
も
の
（
科
学
の
意
味
に
お
け
る
「
自
然
」）
の
存
在
論
は
こ
の
研
究
の
主
題
に
は
属
さ
な
い
。
本
研
究
は
本
来
、
実0

践0

哲
学
だ
け
を
問
題
と
す
る
。
こ
う
し
た
問
題
の
立
て
方
は
と
こ
ろ
で
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
理
論
的
な
副
次
的
な
意
図
に
よ
っ
て
、

妨
げ
ら
れ
変
様
さ
れ
る
。
哲
学
の
世
界
概
念
は
、
唯
一
の
基
準
を
与
え
る
概
念
で
は
な
い
。
こ
の
概
念
は
た
し
か
に
批
判
の
根
本
的
な

基
礎
を
規
定
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
と
は
い
え
遂
行
に
お
い
て
は
こ
の
概
念
に
、
こ
れ
と
は
独
立
に
受
け
と
ら
れ
た
学
校
概
念
が
対
立

す
る
。
両
者
の
モ
チ
ー
フ
が
一
緒
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
発
端
と
結
果
を
具
体
的
に
理
解
で
き
る
。
だ
か
ら
、

理
論
的
な

0

0

0

0

批
判
か
ら
出
発
し
て
は
じ
め
て
、
批
判
一
般
の
理
念
と
、
そ
れ
と
と
も
に
実
践
的
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
が
、
十
分
に
解
釈

さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
哲
学
の
基
礎
づ
け
は
、
純
粋
に
道
徳
的
に
－
実
践
的
な
課
題
に
留
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
の

基
礎
づ
け
は
あ
る
意
味
で
は
理
論
的
で
あ
る
。
そ
し
て
基
礎
づ
け
が
理
論
的
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、「
実
践
的
な
」
存
在
論
と
形

而
上
学
の
全
体
も
理
論
的
で
あ
る
。
形
式
主
義
と
範
型
論
の
難
し
さ
を
、
こ
れ
ま
で
は
ま
っ
た
く
十
全
に
強
調
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、

形
式
主
義
と
範
型
論
の
問
題
は
こ
う
し
た
途
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。
さ
て
完
全
で
個
別
の
論
点
に
ま
で
立
ち
入
る
哲
学
の
理
論
的
見
地

の
研
究
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
解
釈
に
等
し
い
か
ら
、
こ
こ
で
こ
そ
、
本
質
的
な
も
の
を
こ
の
批
判
の
方
法

0

0

へ
の
問
い
に
よ
っ
て

取
り
出
す
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
る
べ
き
で
あ
る
。
方
法
の
問
題
の
議
論
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
研
究
も
ま
た
正
当
に
つ
ね
に
『
純
粋
理
性
批

判
』
の
鍵
を
求
め
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
方
法
に
つ
い
て
、
批
判
自
身
が
詳
細
な
解
明
を
与
え
て
い
る
。
ひ
と
は
一
部
に
は
カ
ン
ト
の
恣
意
的
な
建
築
術
に
つ
い
て
の
先
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入
見
に
よ
っ
て
、
一
部
に
は
馴
染
み
の
な
い
内
容
に
よ
っ
て
、
つ
ね
に
次
の
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
批
判
の
第
二
の
主
要

部
分
で
あ
る
超
越
論
的
方
法
論

0

0

0

0

0

0

0

を
、
そ
れ
が
そ
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
実
際
に
そ
し
て
全
体
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と

で
あ
る
。
だ
か
ら
ひ
と
は
使
用
に
お
け
る
批
判
的
方
法
を
考
察
す
る
こ
と
に
差
し
向
け
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
明
白
な
方
法

的
な
反
省
を
測
り
そ
こ
な
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

す
ら
い
た
の
で
あ
る
。
体
系
の
歴
史
的
な
争
い
が
批
判
の
道
徳
に
関
す
る
着
手
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
か
を
ひ
と
が
考
量
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
哲
学
的
課
題
の
全
体
の
建
築
術
的
な
投
企
が
は
じ
め
て
い
か
に
批
判
の
課
題
を
規

定
し
て
示
す
か
を
ひ
と
が
よ
く
考
え
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
的
に
理
解
さ
れ
た
創
造
が
批
判
に
基
準
を

与
え
る
地
平
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
批
判
は
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
本
質
的
に
理
性
の
訓
練
を
受
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は

超
越
論
的
方
法
論
の
内
容
（
純
粋
理
性
の
訓
練
、
規
準
、
建
築
術
、
そ
し
て
歴
史
）
は
、
超
越
論
的
原
理
論
の
理
解
の
た
め
の
自
然
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
教
示

0

0

0

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
原
理
論
は
、
カ
ン
ト
が
導
入
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
る
よ
う
に
（r.	V

.	A
	707

）、
存
在
論
的

な
実
質
、「
建
築
資
材
」
を
探
究
し
、
そ
れ
が
思
弁
的
認
識
の
建
物
の
た
め
に
使
え
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
。
原
理
論
が
見
い
だ
し
た

の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
思
弁
が
到
達
し
よ
う
と
す
る
バ
ビ
ロ
ン
の
塔
は
、
材
料
の
不
足
の
た
め
に
決
し
て
で
き
あ
が
る
こ

と
が
あ
り
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
は
「
住
居
」
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
住
居
は
「
経
験
と
い

う
平
地
で
な
さ
れ
る
人
間
の
仕
事
に
ち
ょ
う
ど
見
あ
う
広
さ
と
、
こ
の
平
地
を
見
は
る
か
す
に
足
り
る
高
さ
を
そ
な
え
て
い
る
」。
材

料
の
不
足
は
「
言
語
の
混
乱
」
と
連
関
し
て
い
て
、
こ
の
混
乱
は
「
計
画
を
め
ぐ
り
作
業
者
た
ち
を
避
け
が
た
く
分
裂
さ
せ
、
作
業
者

た
ち
を
世
界
中
に
分
散
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
設
計
に
し
た
が
っ
て
別
々
に

建
築
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
」。
と
は
い
え
私
た
ち
は
「
堅
固
な
住
居
を
建
て
る
こ
と
は
放
棄
し
か
ね
る
」
の
で
あ
る
か
ら　
　

懐

疑
主
義
者
と
し
て
遊
牧
す
る
こ
と
は
終
わ
り
で
は
あ
り
え
な
い　
　

新
し
い
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
批
判
的
な
計
画

0

0

0

0

0

0

が
企
て
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
か
に
カ
ン
ト
自
身
に
と
っ
て
も
批
判
の
中
心
的
な
探
究
が
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も　
　

そ
れ
が
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な
ぜ
で
あ
る
か
は
の
ち
に
示
さ
れ
る
だ
ろ
う　
　

批
判
の
た
め
の
計
画
は
、後
か
ら
つ
け
ら
れ
た
外
的
な
反
省
の
産
物
で
は
な
い
（
４
）。

私
た
ち
は
ま
さ
に
批
判
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、「
恣
意
的
で
方
向
を
見
失
っ
た
企
画
は
あ
え
て
こ
こ
ろ
み
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う

こ
と
を
「
警
告
さ
れ
て
」
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
が
何
を
な
し
て
い
る
の
か
を
批
判
が
精
確
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り

批
判
が
自
分
の
規
準

0

0

を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
、批
判
の
生
命
の
核
心
で
あ
る
。
規
準
に
よ
っ
て
方
法
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
方
法
と
は
、

「
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
同
時
に
私
た
ち
の
必
要
に
適
合
し
た
手
も
ち
の
資
材
に
応
じ
て
建
築
物
の
計
画
を
立
て
る
こ

と
」、
つ
ま
り
哲
学
と
し
て
の
哲
学
の
方
法
を
実
践
的
な
見
地
に
お
い
て
企
て
る
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
理
性
の
訓
練

0

0

、
つ
ま
り
思
弁
の

批
判
は
、
そ
の
方
法
を
真
正
な
哲
学
的
方
法
の
こ
う
し
た
全
体

0

0

の
一
部
と
し
て
受
け
と
る
。
批
判
が
そ
の
本
質
か
ら
し
て
実
践
的
な
形

而
上
学
に
場
を
与
え
る
基
礎
づ
け
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
ら
ば
逆
に
基
礎
づ
け
が
批
判
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
基
礎
づ
け
の
方0

法0

が
批
判
の
方
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
（o.	

§	23

〔「
哲
学
と
道
徳
（
五
）」
一
七
七
頁
〕）、
超
越
論

的
仮
象
を
取
り
除
く
こ
と
は
、
人
間
が
自
分
の
人
生
の
実
践
に
お
い
て
陥
る
仮
象
の
発
見
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
方
法
的
な
構
造
を
備
え

て
い
る
。
技
術
的
で
そ
の
存
在
に
関
し
て
は
理
論
的
な

0

0

0

0

理
性
の
、
道
徳
的
に
－
実
践
的
な
啓
蒙
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
、「
目
的
を

欠
い
た
」、
た
ん
に
思
弁
的
な
理
性
の
批
判
も
、
し
つ
け

0

0

0

（
積
極
的
な
「
教
示
」
で
は
な
く
）
と
い
う
意
味
で
の
訓
練
と
し
て
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
（r.	V
.	A
	710	A

.

）。「
あ
る
種
の
規
則
か
ら
逸
脱
す
る
不
断
の
傾
向
を
制
限
し
、
つ
い
に
は
そ
れ
を
根
絶
し
よ
う

と
す
る
強
制

0

0

は
訓
練

0

0

と
呼
ば
れ
る
」（r.	V

.	A
	709

）。
批
判
、
つ
ま
り
誤
り
の
原
因
の
発
見
（ib.	A

	711

）
は
、
道
徳
的
に
基
礎
づ
け

ら
れ
た
強
制
の
道
具
で
あ
る
。
存
在
論
的
な
誤
謬
の
種
類
に
対
応
し
て
、
カ
ン
ト
は
さ
し
あ
た
り
第
一
に

0

0

0

独
断
論
的
な
使
用
に
お
け
る

純
粋
理
性
の
訓
練
と
、
第
二
に

0

0

0

論
争
的
な
（
つ
ま
り
懐
疑
主
義
的
な
）
使
用
に
お
け
る
訓
練
を
区
別
す
る
。
と
こ
ろ
で
批
判
は
何
ほ
ど

か
理
論
的
な

0

0

0

0

認
識
と
し
て
、
つ
ま
り
思
弁
的
な
可
能
性
に
関
わ
る
認
識
と
し
て
そ
れ
自
体
批
判
を
必
要
す
る
か
ら
、
先
の
二
つ
に
第
三

0

0

の0

「
仮
説
に
関
す
る
純
粋
理
性
の
訓
練
」
と
、
最
後
に
第
四
の

0

0

0

「
そ
の
証
明
に
関
す
る
純
粋
理
性
の
訓
練
」
が
続
く
。
こ
れ
ら
の
部
分
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の
う
ち
第
二
の
訓
練
に
つ
い
て
は
す
で
に
（oben	

§§	21-22

〔「
哲
学
と
道
徳
（
五
）」
一
五
八
頁
以
下
〕）
取
り
扱
っ
た
。
第
一
と
第

四
の
訓
練
は
と
り
わ
け
実
践
的
な
根
本
傾
向
を
明
瞭
な
も
の
に
し
う
る
し
、
こ
れ
に
対
し
て
第
三
の
訓
練
は
理
論
的
な
副
次
的
意
図
に

よ
る
そ
の
変
様
を
明
瞭
な
も
の
と
し
う
る
。

　

批
判
が
外
的
に
、
そ
の
結
果
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
固
有
の
方
法
的
な
本
質
か
ら
し
て
、
道
徳
的
な
規

準
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
ら
ば
批
判
は
何
よ
り
も
、
理
論
的
な
理
性
使
用
の
原
像
で
あ
る
数
学

0

0

か
ら
区
別

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
数
学
的
方
法
は
啓
蒙
の
合
理
主
義
的
な
分
派
に
と
っ
て
は
唯
一
科
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
数
学
の
成
果
の

多
い
ア
プ
リ
オ
リ
主
義
は
独
断
論
的
な
哲
学
に
お
い
て
は
「
輝
か
し
い
実
例
」
で
あ
る
（r.	V

.	A
	712	;	o.	S.	23

〔「
哲
学
と
道
徳
（
一
）」

一
七
五
頁
〕）。
体
系

0

0

（
事
象
の
領
域
を
完
全
に
支
配
し
て
演
繹
す
る
こ
と
）
の
理
念
は
と
り
わ
け
、
理
解
す
る
こ
と
の
数
学
的
な
様
式

に
根
ざ
し
て
い
る
。
よ
り
精
確
に
言
う
な
ら
、
理
論
的

0

0

0

理
性
は
体
系
を
数
学
的
意
味
に
お
い
て
だ
け
見
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
批
判

的
な
存
在
論
は
こ
う
し
た
事
態
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。「
数
学
的
」
と
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
の
原

理
に
し
た
が
っ
て
学
問
の
全
体
を
「
導
出
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
（r.	V

.	

§11	A
nfang

）（
５
）	

。
そ
し
て
こ
の
表
そ
の
も
の
が
周

知
の
よ
う
に
体
系
的
な
完
全
性
に
お
い
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
し
く
は
賓
辞
語
を
「
根
幹
概
念
」
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
こ
の
根
幹
概
念
か

ら
ひ
と
は
そ
れ
ら
を
相
互
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
ま
た
純
粋
な
感
性
の
様
式
（
６
）
と
と
も
に
、
容
易
に
あ
ら
ゆ
る
そ
の
他
の
存

在
論
的
な
概
念
、
つ
ま
り
準
賓
辞
語
を
、
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
（r.	V

.	A
	81	ff.	u.	ö.

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
展
開

さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
全
体
が
超
越
論
的
哲
学
の
体
系
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
批
判
は
、
根
幹
概
念
の
客
観
的
実
在
性
を
吟
味
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
体
系
の
基
礎
づ
け
を
な
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
根
幹
概
念
の
う
ち
に
、
存
在
論
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
内
容
は
す
で
に
体

系
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
析
的
に
展
開
す
る
こ
と
で
は
、
内
容
に
関
し
て
は
何
ら
新
し
い
も
の
は
も
た
ら

さ
れ
な
い
。
こ
の
展
開
す
る
こ
と
が
そ
れ
自
身
数
学
的
に
進
行
し
よ
う
と
す
る
と
し
て
も
、
も
し
く
は
、
カ
ン
ト
が
哲
学
に
つ
い
て
言
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う
よ
う
に
（r.	V

.	B	X
X
V
	f.

）、独
断
論
的
に

0

0

0

0

0

進
行
し
よ
う
と
す
る
と
し
て
も　
　

こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
実
際
に
要
求
し
て
い
る
（r.	

V
.	B	X

X
V
	f.;	o.	S.	24f.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
一
）」
一
七
七
頁
〕）　　

そ
れ
で
も
基
礎
づ
け

0

0

0

0

の
方
法
が
独
断
論
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
あ
り
え
な
い
。
哲
学
的
な
論
述
は
、
そ
れ
が
誠
実
で
あ
り
自
分
が
何
を
し
て
い
る
か
分
か
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
数
学
的
論
述
の

よ
う
に
鎧
を
ま
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
」
あ
り
え
な
い
（r.	V
.	B	X

LIV

）。
数
学
的
方
法
と
、
哲
学
的
な
、
つ
ま
り
批
判
的
な

0

0

0

0

方
法
は
た
が
い
に
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
両
者
が
自
然
科
学
に
お
い
て
は
互
い
に
手
を
取
り
あ
う
に
し

て
も
（r.	V

.	A
	726

）、
で
あ
る
（
自
然
科
学
の
数
学
的
な
原
理
と
形
而
上
学
的
な
原
理
が
あ
る
の
で
あ
る
）。
哲
学
者
が
こ
こ
で
は
主

導
権
を
握
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
「
哲
学
と
は
ま
さ
に
、
自
分
の
限
界
を
知
る
こ
と
の
う
ち
に
な
り
た
つ
も
の
」（r.	V

.	
A
	727	;	vgl.	auch	ib.	726

）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
哲
学
的
な

0

0

0

0

認
識
と
は
概
念

0

0

に
基
づ
く
理
性
認
識

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
数
学
的
認
識
と
は
概
念
の
構
成

0

0

に
基
づ
く
理
性
認
識
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
概
念
を
構
成
す
る

0

0

0

0

と
は
、
概
念
に
対
応
す
る
直
観
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
呈
示
す
る
こ
と
で
あ
る
」（r.	V

.	A
	713

）。
こ
う
し
た
区
別

は
さ
し
あ
た
り
、
何
ほ
ど
か
驚
く
べ
き
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
三
角
形
に
つ
い
て
の
「
論
弁
的
な
熟
考
」（r.	V

.	A
	716f.

）
と
し
て
の

哲
学
す
る
こ
と
が
、
純
粋
直
観
に
お
け
る
こ
の
概
念
の
構
成
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
区
別
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ

の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
哲
学
者
が
分
析
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
か
の
よ
う
に
、
こ
う
語
る
、「〔
哲
学
者
は
〕
直
線
や
角
や
三
と

い
う
数
の
概
念
を
分
解
し
て
、
明
瞭
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
」
け
れ
ど
も
、「
何
ら
新
し
い
も
の
を
も
た
ら
さ
な
い
」（ib.

）。
こ
う
し

た
作
業
は
哲
学
者
の
仕
事
に
属
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
批
判
的
な

0

0

0

0

方
法
で
は
あ
り
え
な
い
。
実
際
に
は
こ
う
し
た
側
面

に
光
が
当
て
ら
れ
る
の
は
、
数
学
か
ら
の
隔
た
り
を
明
瞭
に
す
る
た
め
で
し
か
な
い
（vgl.	ib.	719	f.

）。
こ
う
し
た
側
面
に
制
限
さ

れ
た
ま
ま
で
あ
る
の
な
ら
、
哲
学
は
い
か
な
る
認
識

0

0

で
も
な
い
だ
ろ
う
。「
あ
ら
ゆ
る
私
た
ち
の
認
識
は
、
最
終
的
に
は
や
は
り
可
能

な
直
観
に
関
係
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
可
能
な
直
観
を
通
じ
て
だ
け
、
対
象
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（ib.

）。「
と
こ
ろ
で
ア
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プ
リ
オ
リ
な
概
念
（
経
験
的
で
は
な
い
概
念
）
は
、
す
で
に
純
粋
直
観
を
自
分
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
か
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
与
え
ら

れ
て
い
な
い
可
能
な
直
観
の
総
合
の
み
を
含
ん
で
い
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
が
構
成
さ
れ

う
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
を
通
じ
て
充
分
に
総
合
的
、
か
つ
ア
プ
リ
オ
リ
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
る
と
は

い
え
、
そ
の
判
断
は
た
ん
に
概
念

0

0

に
し
た
が
う
論
弁
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
概
念
の
構
成
に
よ
る
直
観
的
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い

0

0

0

0

0

」

（ib.

）。
さ
て
哲
学
の
論
弁
的
判
断
は
、そ
れ
で
も
総
合
的

0

0

0

で
は
あ
る
。
こ
の
判
断
は
「
た
ん
な
る
概
念
に
基
づ
く
超
越
論
的
総
合
」（ib.

）

を
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
経
験
的
な
、
経
験
か
ら
借
り
受
け
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

概
念
に
お
い
て
は
不
可
能
だ
ろ
う
し
、
数
学
に
お
い
て

も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
純
粋
悟
性
概
念
は
経
験
的
も
し
く
は
純
粋
な
直
観
だ
け
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
、
純
粋
な

0

0

0

直
観
に

従
っ
た
経
験
的
な

0

0

0

0

0

0

0

直
観
の
総
合

0

0

に
も
当
て
は
ま
る
。
純
粋
悟
性
概
念
が
「
し
る
し
づ
け
る
の
は
、
経
験
的
直
観
で
も
純
粋
直
観
で
も
な

く
、
ひ
た
す
ら
経
験
的
直
観
の
総
合
だ
け
で
あ
る
」（r.	V

.	A
	722

）。
こ
れ
が
違
い
で
あ
る
。
総
合
的
な
存
在
論
は
経
験
的
な
対
象
の

あ
り
方
を
扱
う
。
経
験
的
な
対
象
が
、
与
え
ら
れ
た
現
象
に
基
づ
く
統
一
的
に
把
捉
さ
れ
理
解
さ
れ
た
像
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
対
象
の

対
象
と
し
て
の
あ
り
方
と
は
明
ら
か
に
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
感
受
的
に
把
捉
さ
れ
た
も
の
の
理
解
し
う
る
あ
り
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
差
し
迫
っ
て
く
る
－
与
え
ら
れ
た
も
の
は
直
接
に
理
解
さ
れ
う
る
の
で
は
な
く
て
、
理
解
可
能
で
あ
る
の
は
統
一
的
に
把
捉
さ
れ
た

像
で
あ
る
。
経
験
可
能
性
も
し
く
は
「
経
験
一
般
」
は
そ
れ
ゆ
え
直
観
可
能
性
で
は
な
く
、
理
解
さ
れ
て
把
捉
さ
れ
る
可
能
性
、
も
し

く
は
統
一
的
な
像
で
あ
る
可
能
性
で
あ
る
。
把
捉
さ
れ
る
可
能
性
と
像
で
あ
る
可
能
性
は
、た
し
か
に
直
観
可
能
性
に
連
れ
戻
さ
れ
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
つ
ど
の
対
象
が
現
象
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
現
象
す
る
こ
と
の
多
様
性
が
対
象
を
知
ら
し
め
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す

な
ら
ば
、
次
の
こ
と
は
明
ら
か
と
な
る
。
つ
ま
り
、
純
粋
な
直
観
可
能
性
は
た
し
か
に
対
象
化
可
能
性
を
指
し
示
す

0

0

0

0

と
は
い
え
、
対
象

を
そ
れ
自
体
と
し
て
の
あ
り
方
（
し
た
が
っ
て
対
象
の
「
客
観
的
実
在
性
」
に
お
い
て
）
に
お
い
て
表
象
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
現

象
の
普
遍
的
な
表
象
の
様
式
、つ
ま
り
時
間

0

0

は
、た
し
か
に
差
し
迫
っ
て
く
る
あ
り
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
ア
プ
リ
オ
リ
に
直
観
的
に
す
る
と
は
い
え
（o.	
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S.	56	f.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
四
六　

七
頁
〕,	153

〔「
哲
学
と
道
徳
（
五
）」
一
九
一
頁
〕）　　

こ
の
こ
と
は
ま
だ
未
決
定
な
ま

ま
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い　
　

と
は
い
え
差
し
迫
っ
て
く
る
あ
り
方
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
客
観
性

0

0

0

で
は
な
い
。
客
観
性
と

は
ま
さ
に
自
立
性

0

0

0

で
あ
り
、
多
様
な
差
し
迫
っ
て
く
る
も
の
の
統
一
的
な
抵
抗

0

0

と
し
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
（o.	S.	49	f.

〔「
哲
学
と
道

徳
（
二
）」
一
三
六　

七
頁
〕）、
人
間
の
存
在
全
体
か
ら
の
独
立
性
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
独
立
性
が
人
間
に
よ
っ
て
一
般
に
表
象
さ
れ

う
る
の
は
、
純
粋
悟
性
が
「
た
ん
に
」
人
間
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
足
し
た
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
立
性
と
し
て
の
客
観

性
は
、
啓
蒙
の
力
で
自
己
充
足
性
が
可
能
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
意
味
で
、
ま
た
そ
れ
と
同
じ
程
度
に
、
表
象
可
能
で
あ
る
。
悟
性
は
自

分
に
つ
い
て
、
構
想
力
か
ら
出
発
し
て
、
自
分
の
神
に
似
た
あ
り
方
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
悟
性
は
、
主
観
的
に
－
志
向
的
に

実
存
し
つ
つ
、
自
分
の
外
部
の
事
物
も
、
事
物
の
差
し
迫
っ
て
く
る
あ
り
方
か
ら
出
発
し
て
、
独
立
し
て
存
在
す
る
事
物

0

0

と
し
て
意
識

し
う
る
。
差
し
迫
っ
て
く
る
あ
り
方
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
客
観
性
で
は
な
く
、
感
性
的
な
主
観
性

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
う
し
た
存
在
様
式
は

自
然
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
存
在
様
式
は

作
用
し
て
く
る
対
象
の
存
在
に
帰
着
す
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
差
し
迫
っ
て
く
る
あ
り
方
は
そ
の
意
味
か
ら
し
て
自
立

し
た
あ
り
方
を
指
し
示
し

0

0

0

0

、
そ
れ
ゆ
え
に
真
理
の
基
準

0

0

た
り
う
る
。
と
は
い
え
差
し
迫
っ
て
く
る
あ
り
方
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
自
立

性
と
同
一
で
は
な
い
。
統
一
的
な
直
観
可
能
性
一
般
と
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
把
捉
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

時
間
性
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式

0

0

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
像
と
し
て
の
、
も
し
く
は
、
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
言
う
よ
う
に
、「
形
象
的
な
」、
指
図

0

0

で
あ
る
。
こ
の
図
式
は
、
超
越
論
的
判

断
力
に
対
し
て
、
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
を
悟
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
あ
り
方
に
お
い
て
呈
示
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
（
７
）。
悟
性

に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
あ
り
方
自
体
は
直
観
的
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
発
的
に
表
象
さ
れ
た
も
の
が
自
発
的
に
反
省
さ
れ
た

あ
り
方
な
の
で
あ
る
。
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
は
そ
れ
ゆ
え
論
弁
的
に
－
自
発
的
な
悟
性
に
と
っ
て
だ
け

0

0

問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
論
理

0

0

学0

の
問
題
な
の
で
あ
る
（
８
）。
カ
ン
ト
が
超
越
論
的
感
性
論
と
超
越
論
的
論
理
学
を
互
い
に
切
り
離
し
た
の
は
、
外
的
な
根
拠
に
基
づ
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く
事
態
で
は
な
い
。
と
は
い
え
そ
れ
で
も
、
批
判
が
全
体
と
し
て
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
た
ん
な
る
概
念
は
内
容
を
獲
得
す
る

た
め
に
は
感
性
化

0

0

0

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
原
則
」
に
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
け
で
な
く
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

図
式
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。
と
は
い
え
こ
う
し
た
論
理
学
は
そ
れ
で
も
形
式
的
で
分
析
的
な
論
理
学
で
は
な
い
。

こ
の
論
理
学
の
概
念
は
、そ
の
認
識
が
た
ん
に
論
弁
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
の
事
象
内
容
を
「
証
明
す
る
」
た
め
に
は
（r.	V

.	
B	302	A

.

）、
直
観
を
必
要
と
す
る
。
事
象
内
容
が
ま
っ
た
く
直
観
的
で
な
い
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
あ
る
ま
っ
た
く
特
別
な
様
式
の
呈
示
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
こ
う
し
た
様
式
の
呈
示
は
ど
の
よ
う
な
直
観

を
受
け
と
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
呈
示
は
決
し
て
純
粋
な

0

0

0

直
観
に
お
い
て
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い　
　

数
学
な
ら
避

け
が
た
く
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
が
。
純
粋
直
観
は
決
し
て

0

0

0

対
象
と
し
て
の
あ
り
方
を
論
証
し
う
る
も
の
に
は
し
な
い
、
と
い
う
の
も
直

観
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
派
生
的
な
存
在
様
式
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
は
や
一
定
の
純
粋
な
形
象
や
数
や
、
運
動
と
い
っ
た
も
の
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
幾
何
学
や
算
術
や
「
普
遍
的
な
運
動
論
」（r.	V

.	

§5	Schuluß

）
の
対
象
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
存
在

0

0

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
純
粋
直
観
に
つ
い
て
も
演
繹

0

0

を
与
え

る
こ
と
が
「
避
け
が
た
く
必
要
」
に
も
な
る
の
で
あ
る
（r.	V

.	A
	88

）。
こ
う
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
論
的
な
認
識
は　
　

そ
れ
が
感

性
論
（
９
）
で
あ
れ
論
理
学
で
あ
れ　
　

そ
の
内
容
を
感
性
的
直
観

0

0

0

0

0

に
お
い
て
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
逆
説
的
な
帰
結

に
至
る
。「
純
粋
直
観
は
対
象
に
先
だ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
だ
と
し
て
も
、
純
粋
直
観
そ
の
も
の
も
そ
れ
で
も
自
分
の
対
象
を
、

そ
し
て
ま
た
客
観
的
妥
当
性
を
、
た
だ
経
験
的
直
観
を
通
じ
て
だ
け
獲
得
す
る
。
純
粋
直
観
は
経
験
的
直
観
の
た
ん
な
る
形
式
な
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
概
念
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
一
切
の
原
則
は
、
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
で
も
経
験
的
直
観
に
、
す
な
わ
ち
可
能
な
経
験
の
た
め
の
所
与
に
関
係
す
る
」（r.	V

.	A
	239

）。
こ
う
し
た
事
情
が
、
超
越
論
的

演
繹
の
理
念
を
カ
ン
ト
自
身
に
と
っ
て
も
と
て
も
難
解
な
も
の
に
し
、
ま
た
解
釈
者
た
ち
に
と
っ
て
は
謎
め
い
た
も
の
に
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。
こ
こ
で
は
最
も
下
位
の
も
の
が
最
も
上
位
に
立
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
経
験
的
対
象
一
般
と
出
会
う
可
能
性
の
た

め
の
存
在
論
的
な
諸
前
提
が
、
そ
の
演
繹
の
た
め
経
験
的
直
観
に
差
し
向
け
ら
れ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
も
の
と
し
て
の
経
験

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
直
観
だ
け
が
問
題
で
あ
り
、
総
合
が
問
題
と
な
ら
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
が
実
際
に
避
け
が
た
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

経
験
的
直
観
は
そ
の
内
容
か
ら
し
て
も
そ
の
形
式
か
ら
し
て
も
、
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
を
呈
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た

も
の
を
呈
示
し
う
る
の
は
、
経
験
的
直
観
に
お
い
て

0

0

0

0

、
し
か
も
経
験
的
直
観
に
お
い
て
だ
け

0

0

遂
行
さ
れ
る
、
形
象
を
形
成
す
る
自
発
性

で
あ
る
。
対
象
は
も
ち
ろ
ん
経
験
的
に
だ
け
与
え
ら
れ
、
純
粋
に
は
与
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
対
象
の
把
捉
は
経
験
的
直
観
に

お
い
て
だ
け
行
使
さ
れ
え
て
、
純
粋
直
観
に
お
い
て
は
行
使
さ
れ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
直
観
の
形
式
で
は
な
く

直
観
の
実
質

0

0

こ
そ
が
、
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
が
何
で
あ
る
か
を
私
た
ち
が
理
解
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
対
象
は
経
験

的
対
象
で
あ
っ
て
、
数
学
の
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
カ
ン
ト
は
言
う
。「
現
象
の
こ
の
経
験
的
な
内
実
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
表
象

す
る
唯
一
の
概
念
は
、
事
物

0

0

一
般
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
ま
た
事
物
一
般
に
つ
い
て
の
総
合
的
認
識
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
提
供
す
る
こ
と

の
で
き
る
の
は
、
知
覚
が
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
総
合
す
る
た
ん
な
る
規
則
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
だ

が
決
し
て
、
実
在
的
対
象
の
直
観
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
在
的
対
象
の
直
観
は
必
然
的
に
経
験
的
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（r.	V

.	A
	720

）。
カ
ン
ト
は
自
分
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
の
だ
、
と
思
い

込
む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
対
象
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
表
象
さ
れ
え
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
は

表
象
さ
れ
う
る
の
だ
か
ら
。
と
は
い
え
こ
こ
で
真
剣
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
経
験
的
な

0

0

0

0

対

象
と
し
て
の
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
だ
。
経
験
的
な
も
の
は
い
か
に
「
あ
る
」
の
か
。
経
験
的
な
も
の
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
経
験
的

に
把
捉
さ
れ
た
も
の
の
、
悟
性
に
よ
る
理
解
可
能
性
と
い
う
意
味
で
、
対
象
的
で
あ
る
。
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方
が
そ
の
つ
ど
経
験
的
に

直
観
さ
れ
る
可
能
性
だ
け
で
な
く
、
直
観
の
純
粋
な
形
式
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方
は
、
他
の
点
で
は
自
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発
的
に
表
象
さ
れ
た
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
論
理
的
に

0

0

0

0

理
解
し
う
る
。
自
発
的
な
総
合
は
、
そ
の
総
じ
て
可
能
な
遂
行
の
規

則
を
、カ
ン
ト
が
純
粋
悟
性
の
図
式
と
し
て
提
示
し
た
時
間
の
様
態
に
お
い
て
持
つ
。
悟
性
の
適
用

0

0

、超
越
論
的
判
断
力
の
仕
事
は
（
経

験
的
判
断
力
の
仕
事
と
違
っ
て
）、
ひ
と
つ
の
「
教
説
」（r.	V

.	A
	132

）
を
な
す
。
と
は
い
え
こ
の
教
説
も
、
そ
の
原
理
に
お
い
て
、

独
断
論
的
方
法
に
従
っ
た
の
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

成
就
さ
れ
な
い

0

0

。
把
捉
は
実
質
の
た
め
に
だ
け
、直
観
の
実
質
と
形
式
に
注
意
を
向
け
る
。
し
た
が
っ

て
図
式
は
実
際
に
は
経
験
的

0

0

0

総
合
へ
の
指
図
で
あ
っ
て
、
ま
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方
と
し
て

0

0

0

表
象
さ
れ
る
把
捉

さ
れ
た
あ
り
方
（o.	
§7
〔「
哲
学
と
道
徳
（
一
）」
一
八
七
頁
以
下
〕）
は
、
本
質
的
に
は
感
受
的
に

0

0

0

0

把
捉
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
捉
さ

れ
た
あ
り
方
で
あ
る
。
さ
て
現
象
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
形
式
で
は
な
い
し
、
ひ
と
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
そ
の
つ
ど
の

表
象
さ
れ
た
も
の
と
と
も
に
、
同
時
に
い
か
に
表
象
し
う
る
か
と
い
う
（o.	S.	56	f.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
四
六　

七
頁
〕）、
感

受
可
能
性
と
い
う
能
力

0

0

で
も
な
く
、
実
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
つ
ど
の
、
触
発
と
い
う
偶
然
に
依
存
し
た
感
受
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
作
用

0

0

0

で
あ
る
。「
原
因
と
い
う
概
念
を
介
し
て
私
は
、（
そ
こ
で
或
る
こ
と
が
生
起
し
て
い
る
）
何
ら
か
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
経
験

的
概
念
を
、実
際
に
越
え
出
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
原
因
の
概
念
を
具
体
的
に
呈
示
し
て
い
る
直
観
に
向
か
っ
て
で
は
な
い
。

原
因
の
概
念
に
適
合
し
て
、
経
験
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
う
る
よ
う
な
時
間
的
条
件
一
般
へ
と
向
か
っ
て
越
え
出
て
い
く
の
で
あ
る
。

私
は
こ
う
し
て
た
ん
に
概
念
に
し
た
が
っ
て
振
る
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
概
念
の
構
成
に
よ
っ
て
振
る
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
概
念
は
知
覚
を
総
合
す
る
た
め
の
規
則
で
あ
り
、
こ
の
知
覚
は
純
粋
直
観
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」（r.	V

.	A
	722	A

）。
実
質
一
般
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
予
科
す
る
こ
と
な
ら
、「
知
覚
の
予
科
」
の
超

越
論
的
原
則
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
と
は
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
個
別
の

0

0

0

実
質
は
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
個
別
の
実
質

は
自
分
か
ら
だ
け
来
る
か
ら
で
あ
る
。
個
別
の
実
質
が
あ
る

0

0

の
は
も
っ
ぱ
ら
直
観
す
る
作
用

0

0

に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
作
用
も
ま
た

そ
の
つ
ど
の
対
象
が
実
際
に
差
し
迫
っ
て
く
る
こ
と
に
お
い
て
あ
る
。
そ
の
つ
ど
の
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
現
実
性
が
、
実
質
の
存
在
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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属
す
る

0

0

0

。
さ
て
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
が
実
際
に
経
験
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方
が
本
質
か
ら
し
て
直
観
作
用
の

実
質
の
像
で
あ
る
あ
り
方
で
あ
る
な
ら
ば
、
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
は
、
そ
の
最
も
固
有
な
本
質
か
ら
し
て
、
現
実
的
な
、
そ
の
つ
ど

0

0

0

0

0

0

0

0

の
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
唯
一
の
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方
は
、
悟
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た

あ
り
方
の
よ
う
に
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
構
想
作
用
と
い
う
能
力

0

0

の
観
点
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
能
力

は
つ
ね
に
す
で
に

0

0

0

0

0

0

自
分
を
所
持
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
働
く
機
会
が
あ
る
た
び
ご
と
に
つ
ね
に
ふ
た
た
び

0

0

0

0

0

0

0

自
分
を
所
持
し
て
い
る
の

だ
か
ら
で
あ
る
（vgl.	o.	S.	48

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
三
四　

五
頁
〕）。
現
実
的
な
、
そ
れ
ぞ
れ
唯
一
の
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方
と

し
て
、
像
と
し
て
の
あ
り
方
は
、
そ
の
純
粋
な
図
式
と
し
て
の
様
式
と
と
も
に
、
そ
の
存
在
の
作
用

0

0

に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
そ
の
つ

ど
そ
れ
ぞ
れ
唯
一
の
知
覚
に
お
い
て

0

0

0

理
解
さ
れ
る
し
、
そ
し
て
つ
ね
に
ふ
た
た
び

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
れ
ぞ
れ
唯
一
の
知
覚
も
し
く
は
知
覚
の
帰
結
に
お

い
て
理
解
さ
れ
る
。
像
と
し
て
の
あ
り
方
が
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
同
様
で
あ
る
。
超
越
論
的
論
理
学
の
特
異
な
規

則
は
、
偶
然
的
な
知
覚
の
様
式
を
発
見
す
る
規
則
で
あ
る
。
知
覚
は　
　

知
覚
が
悟
性
に
よ
る
理
解
に
対
し
て
心
な
ら
ず
も
現
前
し
て

い
る
場
合
に
は

0

0

0

0　
　

超
越
論
的
反
省
に
お
い
て
当
該
の
種
類
の
現
実
的
で
そ
れ
ぞ
れ
唯
一
の
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方
を
表
象
す
る
こ
と
を

許
可
す
る

0

0

0

0

。
こ
の
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方
が
当
該
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
普
遍
的
か
つ
論
理
的
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
理
解
可
能
性
は
、
感
受
的
に

0

0

0

0

把
捉
さ
れ
た
も
の
の
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方
の
理
解
可
能
性
と
し
て
、
理
解
可
能
で
あ

り
有
意
味

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
ス
コ
ラ
学
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
理
解
可
能
性
は
、「
実
行
的
な
作
用
〔actus	

exercitus

〕」
に
お
い
て
だ
け
有
意
味
で
あ
っ
て
、「
記
号
的
な
作
用
〔actus	signatus

〕」
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
言
う

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
（
10
）。
使
用
を
度
外
視
す
る
な
ら
、
純
粋
悟
性
と
い
う
能
力
は
、
論
理
的
な
機
能
と
い
う
空
虚
な
概
念
を
含
む

に
す
ぎ
な
い
。「（
可
能
な
経
験
に
お
け
る
）
統
覚
の
統
一
に
属
す
る
か
ぎ
り
で
の
、
可
能
な
感
覚
の
総
合
と
い
う
未
規
定
な
概
念
」（r.	

V
.	A
	723

）。
使
用
の
そ
の
つ
ど
の
作
用
に
お
い
て
だ
け
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
規
定
さ
れ
る
」。
作
用
の
外
に
出
て
行
く
な
ら
、
カ
テ
ゴ
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リ
ー
の
事
象
内
容
は
た
ん
な
る
指
図
に
ま
で
消
失
す
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
定
義
で
き
ず
、「
解
明
さ
れ
」
う
る
だ
け
で
あ
る
（r.	V

.	A
	

727	ff.;	vgl.	auch	ib.	241	f.

）（
11
）。
厳
密
な
意
味
で
の
定
義
は
数
学
に
と
っ
て
だ
け
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
数
学
は
そ
の
概
念（「
随

意
的
な
」
概
念
）
を
直
観
自
身
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
形
成
す
る

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。
超
越
論
的
概
念
は
悟
性
の
「
本
性
」
に
よ
っ
て

「
与
え
ら
れ
て
」
い
る
（ib.	A

	728f.

）。
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
数
は
、
直
観
形
式
の
数
の
よ
う
に
、
事
実
と
し
て
受
け
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（ib.	B	145f.
）。　
　

数
学
の
原
則
は
直
接
に
確
実
な
公
理

0

0

で
あ
る
。
存
在
論
は
こ
れ
に
対
し
て
た
し
か
に
そ
う
し
た
「
直
観

の
公
理
」
の
可
能
性
を
扱
う
が
、「
と
は
い
え
そ
こ
で
言
及
さ
れ
た
原
則
は
そ
れ
自
身
ま
っ
た
く
公
理
で
は
な
い
」（ib.	A

	733

）。
存

在
論
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
命
題
は
総
じ
て
必
当
然
的
な
証
明
を
必
要
と
す
る
が
、
数
学
的
な
証
明
は
必
要
と
し
な
い
。
数
学
的
な
証
明

は
「
直
観
す
る
確
実
性
、
つ
ま
り
明
証
性
」（
厳
密
な
意
味
で
の
）
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
論
証
」
と
名
乗
り
う
る
。
哲
学
的

な
証
明
は
論
弁
的
な
証
明
と
し
て
「
論
述
的
」
で
あ
る
。「
な
ぜ
な
ら
哲
学
的
証
明
は
た
ん
に
純
然
た
る
言
葉
（
思
考
に
お
け
る
対
象
）

に
よ
っ
て
だ
け
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（r.	V

.	A
	735

）。
純
粋
理
性
の
証
明
の
原
則
（r.	V

.	A
	786	ff.

）
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
第
一
に

0

0

0

証
明
の
た
め
の
可
能
な
地
盤
を
確
か
な
も
の
と
す
る
前
に
、
証
明
を
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
を
禁
じ
る
し
、
第
二
に

0

0

0

、
唯
一
の
証
明
よ
り
多

く
の
証
明
を
与
え
る
こ
と
を
禁
じ
る
（
と
い
う
の
も
ア
プ
リ
オ
リ
な
直
観
が
与
え
る
多
様
な
も
の
を
度
外
視
す
れ
ば
、
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

超
越

論
的
概
念
は
そ
の
つ
ど
ひ
と
つ
の
証
明
だ
け
を
与
え
う
る
か
ら
で
あ
る
）。
そ
し
て
最
後
に
第
三
に

0

0

0

、
決
し
て
間
接
的
に
証
明
し
な
い

よ
う
に
命
じ
る
。
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
証
明
様
式
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
認
識
の
主
観
的
な
条
件
が
客
観
的
な
条
件
と
混
じ
ら

な
い
こ
と
で
あ
り
、こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
と
も
す
れ
ば
主
観
的
な
不
可
能
性
と
客
観
的
な
不
可
能
性
を
混
同
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
直
接
に
総
合
的
な
」
命
題
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
必
当
然
的
な
命
題
（
直
接
に
確
実
な
も
し
く
は
証
明
可
能
な
）
が
、
概
念
に
よ
る
も

の
も
し
く
は
「
理
説
〔D

ogm
ata

〕」
と
、
概
念
の
構
成
に
よ
る
も
の
も
し
く
は
「
数
学
の
教
え
〔M

athem
ata

〕」
に
区
分
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
理
論
哲
学
の
全
体
は
唯
一
の
理
説
す
ら
含
ま
な
い
（ib.	A

	736	ff.
）。
理
念
に
よ
る
判
断
は
た
し
か
に
独
断
論
的
〔
理
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説
的
〕
で
あ
る
と
は
い
え
、
偽
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
悟
性
概
念
に
よ
っ
て
理
性
は
「
た
し
か
に
確
実
な
原
則
を
設
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
と
は
い
え
そ
れ
は
概
念
か
ら
直
接
に
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
た
だ
間
接
的
に
、
ま
っ
た
く
偶
然
的
な
或
る
も

の
、つ
ま
り
可
能
な
経
験

0

0

0

0

0

に
対
す
る
当
の
概
念
の
関
係
を
通
じ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
の
設
定
す
る
概
念
は
、可
能
な
経
験
（
可

能
な
経
験
の
対
象
で
あ
る
或
る
も
の
）
が
前
提
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
必
当
然
的
に
確
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

自
体
そ
の
も
の
と
し
て
は
（
直
接
に
は
）
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」（ib.	737

）。
自
然
の

因
果
性
の
命
題
は
「
理
説
で
は
な
い
。
た
と
え
こ
の
命
題
が
他
の
観
点
、
つ
ま
り
こ
の
命
題
の
使
用
が
唯
一
可
能
な
領
野
す
な
わ
ち
経

験
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
充
分
か
つ
必
当
然
的
に
証
明
さ
れ
う
る
に
し
て
も
、
理
説
で
は
な
い
。
当
の
命
題
は
し
か
し
原
則

0

0

と
呼
ば

れ
る
が
、
そ
れ
が
証
明
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
に
せ
よ
、
定
理

0

0

と
は
呼
ば
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
命
題
に
は
特
別
な
性
質
が
あ

り
、
そ
れ
は
自
分
の
証
明
根
拠
、
す
な
わ
ち
経
験
を
自
ら
は
じ
め
て
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
当
の
経
験
の
も
と
で
つ
ね
に

前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
」（ib.

）。
こ
こ
で
批
判
的
方
法
の
逆
説
が
は
っ
き
り
と
言

明
さ
れ
て
い
る
。
方
法
は
、
実
践

0

0

哲
学
の
方
法
と
同
様
に
、
論
証
に
お
い
て
循
環
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
思
弁
的
に
悟
性
に
よ
る

理
解
可
能
性
一
般
と
し
て
、
ま
た
能
力
と
し
て
の
純
粋
悟
性
の
能
力
の
観
点
に
お
い
て
、
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
純
粋
な
悟
性
に
よ
る

理
解
可
能
性
は
、
批
判
的

0

0

0

方
法
に
お
い
て
は
与
え
ら
れ
た
も
の
の
悟
性
に
よ
る
理
解
可
能
性
と
し
て
、
そ
れ
と
と
も
に
他
方
で
は
使
用

0

0

に
お
け
る
悟
性
に
よ
る
理
解
可
能
性
と
し
て
、
し
か
も
人
間
的
で
経
験
的
な
使
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
け
る
理
解
可
能
性
と
し
て
、
理
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
存
在
論
が
批
判
的
で
あ
る
の
は
、
存
在
論
が
そ
の
根
本
概
念
を
「
自
明
な
も
の
」
と
し
て
受
け
と
ら
ず
、
ま
た
存
在
論
が
根
本

概
念
を　
　

こ
れ
は
自
明
で
あ
る
こ
と
の
変
様
で
あ
ろ
う
が　
　

自
分
の
た
ん
な
る
体
系
術

0

0

0

に
基
づ
い
て
理
解
し
う
る
も
の
と
す
る

（
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
の
つ
ど
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
）
こ
と
を
し
な
い
場

合
の
こ
と
で
あ
る
。
存
在
論
が
批
判
的
で
あ
る
の
は
、
存
在
論
が
自
分
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
所
有
を
使
用
に
お
い
て
、
そ
し
て
使
用
に
お
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い
て
だ
け

0

0

理
解
す
る
場
合
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
存
在
論
が
無
条
件
的
な
自
己
充
足
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
概
念
を
使
用
す
る

の
で
は
な
く
、
存
在
論
が
関
与
せ
ず
と
も
、
自
立
し
た
事
象
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
使
用
す
る
と
い
う
課
題
が
強
制
的
に
立
て
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
条
件

0

0

の
も
と
で
概
念
を
使
用
す
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
は
、
人
間
一
般
と
同
様
に
、
自
分
が
そ
の
た
め
に
創
造
さ

れ
た
使
命
に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
使
命
は
人
間
に
、
人
間
の
本
性
に
よ
っ
て
、
創
造
と
い
う
偉
大
な
全
体
に
お
け
る
ひ
と

つ
の
課
題
と
し
て
、
他
の
事
物
か
ら
差
し
迫
っ
て
く
る
。
純
粋
悟
性
の
能
力
は
、
懐
疑
主
義
の
よ
う
に
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は

い
え
批
判
的
に
は
、
そ
れ
自
身
で
は
指
図
さ
れ
え
な
い
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
活
動
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
る
。
指
図
さ
れ
う
る
し
、
指

図
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、い
か
に
し
て

0

0

0

0

0

正
し
い
活
動
が
求
め
ら
れ

0

0

0

0

る
か
に
つ
い
て
の
（
い
わ
ば
技
術
的
な
）
指
示
だ
け
で
あ
っ
て
、

個
々
の
場
合
に
活
動
一
般
が
起
こ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
道
徳
哲
学
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
存
在
論

の
批
判
的
方
法
が
視
界
に
も
た
ら
し
た
も
の
と
正
確
に
対
応
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
認
識
す
る
者
も
ひ
と
つ
の
被
造
物
で
あ
っ
て
、
そ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た
者
と
し
て
自
分
を
無
条
件
に
我
が
物
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
れ
が
超
越
論
的
演
繹
の
実
践
的
背
景
で
あ
っ
て
、
こ
の
背
景

は
護
教
論
的
な
根
拠
だ
け
か
ら
言
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
は
い
え
こ
の
背
景
に
向
か
っ
て
、
カ
ン
ト
の
あ
ら
ゆ
る
発
言

は
収
斂
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
で
コ
ー
エ
ン
も
ま
た
、
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
統
一
の
特
色
を
強
調
し
て
い
た
。
呈
示
す
る
直
観
自
体
を
与
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
そ
の
直
観
を
随
意
的
で
は
な
い
経
験
の
経
過
の
う
ち
に
求
め
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
規
則
を
持
つ
の
が
、
統
制
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

と

い
う
概
念
で
あ
っ
て
、
こ
の
概
念
の
う
ち
に
コ
ー
エ
ン
は
経
験
の
教
説
か
ら
倫
理
学
へ
の
移
行
を
求
め
る
。
超
越
論
的
に
－
総
合
的
な

命
題
が
「
含
む
の
は
た
ん
に
規
則
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
規
則
に
従
っ
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
直
観
的
に
表
象
さ
れ
え
な
い
も
の
（
つ

ま
り
は
知
覚
）
の
有
す
る
或
る
種
の
総
合
的
統
一
が
、
経
験
的
に
探
し
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」（r.	V

.	A
	720	f.

）。
超
越
論
的
論

理
学
が
経
験
し
う
る
も
の
一
般
の
構
成
的
原
理
を
含
む
の
は
、
こ
の
論
理
学
が
知
覚
さ
れ
た
も
の
の
統
一
を
、
し
た
が
っ
て
像
と
し
て
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の
あ
り
方
を
、
経
験
的
に
求
め
る
た
め
の
統
制
的
な

0

0

0

0

原
理
を
与
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
批
判
的
方

法
は
独
断
論
的
方
法
か
ら
区
別
さ
れ
る
。「
に
も
か
か
わ
ら
ず
方
法
は
つ
ね
に
体
系
的

0

0

0

で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
私
た

ち
の
理
性
は
（
主
観
的
に
は
）
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
体
系
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
私
た
ち
の
理
性
は
、
た
ん
な
る
概
念
を
媒

介
と
す
る
そ
の
純
粋
な
使
用
に
お
い
て
は
、
統
一
の
原
則
に
従
う
探
究
の
体
系
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
統
一
に
素
材
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
経
験

0

0

の
み
で
あ
る
」（r.	V

.	A
	737	f.

）。
体
系
術
は
形
式
論
理
学
の
導
き
の
糸
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
、
そ
の
結
果
全
体

と
し
て
ま
た
体
系
術
と
し
て

0

0

0

経
験
に
仕
え
る
の
で
あ
る
。
経
験
的
使
用
に
お
い
て
体
系
術
は
は
じ
め
て
「
可
能
」
と
な
り
、
体
系
術
は

論
弁
的
な
、
人
間
的
な

0

0

0

0

体
系
術
と
し
て
示
さ
れ
る
。
人
間
性
は
、
そ
の
創
造
に
よ
り
賦
与
さ
れ
た
使
命
と
と
も
に
、
そ
の
も
の
と
し
て

の
体
系
術
の
全
体
を
実
践
的
観
点
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
批
判

0

0

の
体
系
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
へ
の
カ
ン
ト
の
信
頼
は
、
基
礎
づ
け

と
し
て
の
批
判
に
お
い
て
、
要
素
に
つ
い
て
の
人
間
学
的
認
識
と
実
践
的
な
究
極
目
的
が
相
互
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い

る
。「
う
ぬ
ぼ
れ
か
ら
で
は
な
く
明
ら
か
な
証
拠
か
ら
、
私
は
そ
の
よ
う
に
信
頼
し
て
も
よ
い
も
の
と
思
う
。
そ
の
証
拠
と
は
、
純
粋

理
性
の
最
小
の
要
素
か
ら
全
体
へ
と
前
進
し
て
も
、全
体
（
こ
の
全
体
も
、実
践
的
な
も
の
に
お
け
る
純
粋
理
性
の
究
極
の
意
図
に
よ
っ

て
そ
れ
だ
け
で
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
）
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
へ
と
遡
行
し
て
も
、
そ
の
結
果
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
結
果
が
同
じ
だ
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
部
分
で
も
変
更
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
体
系
ば
か
り
か
、
一
般
の
人
間
理
性
に

も
た
だ
ち
に
矛
盾
を
引
き
お
こ
す
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（r.	V

.	B	X
X
X
V
III

）。
こ
の
よ
う
に
第
二
版
へ
の
「
序
言
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
つ
い
て
の
説
明
は
書
か
れ
て
い
る
。

　

理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
あ
い
だ
の
違
い
は
呈
示
の
仕
方
の
う
ち
に
存
す
る
に
違
い
な
い
。
呈
示
が
理
論
的
で
あ
る
の
な
ら
、
カ
テ

ゴ
リ
ー
は
知
覚
に
お
い
て
、
た
ん
な
る
象
徴
で
は
な
く
、
自
分
に
適
合
す
る
実
例
を
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
間
の
形
象
的

な
様
態
が
図
式
で
あ
っ
て
、
範
型
で
は
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
。
純
粋
で
理
論
的
な
判
断
力
は
直
接
に
概
念
か
ら
像
に
移
行
す
る
こ
と
が
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で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
判
断
力
は
形
象
的
な
（
つ
ま
り
純
粋
に
像
的
な
）
指
示
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
判
断

力
が
経
験
的
な
像
で
は
な
く
、
そ
れ
が
現
実
に
把
捉
さ
れ
た
あ
り
方
に
移
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
は
こ
の
判
断
力
は
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
認
識
の
実
践
に
つ
い
て
の
自
分
の
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
認
識
の
実
践
は
経
験
と

い
う
恣
意
的
で
は
な
い
課
題
に
仕
え

0

0

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
理
論
的
な
存
在
論
は
、
実
践
的
見
地
に
お
け
る
理
論
で
あ
る
が
、
と

は
い
え
そ
れ
自
身
に
お
い
て
理
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
自
分
の
う
ち
で
独
断
論
的
な
方
法
も
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
存
在
論
は
純
粋
直
観
に
負
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
の
可
能
的
経
験
は
偶
然
的
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
可
能
的
経
験
は
実
際
に
触
発

さ
れ
る
機
会
に
お
い
て
だ
け
「
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
れ
自
身
に
お
い
て
こ
の
可
能
性
は
必
当
然
的
に
認
識
可
能
で
あ
る
、

な
ぜ
な
ら
そ
の
も
の
と
し
て
の
受
容
性
と
い
う
能
力
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
表
象
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
理
論
哲
学
の
理
念
は
完
全
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

超
越
論
的
感
性
論
に
基
づ
い
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
こ
が
、
人
間
学
的
な
意
味
で
の
経
験
と
自
然
科
学
的
な
意
味
で
の
経
験
が
互
い
に
移
行
し
あ

う
地
点
で
あ
る
。
こ
こ
は
ま
た
批
判
の
生
成
（
一
七
六
九
年
ご
ろ
）
に
お
い
て
は
、
学
問
〔
科
学
〕
の
自
己
解
釈
、
つ
ま
り
絶
対
空
間

0

0

0

0

と
絶
対
時
間
と
い
う
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
概
念

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
感
性
の
解
釈
に
決
定
的
な
影
響
を
獲
得
し
た
地
点
で
も
あ
る
。
空
間
と
時
間
と
い
う
無

限
な
全
体
が
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
経
験
を
度
外
視
し
て

0

0

0

0

0

表
象
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
に

よ
っ
て
「
信
じ
る
」。
と
は
い
っ
て
も
、
絶
対
空
間
と
絶
対
時
間
の
純
粋
直
観
は
経
験
的
直
観
の
形
式
と
し
て
だ
け
可
能
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
世
界
が
無
限
で
あ
る
こ
と
も
独
断
論
的
に
は
認
識
で
き
な
い
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
知
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
。
目
下
の
研
究
は
こ
う
し
た
複
雑
な
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
問
題
に
人
間
学
的
な
側
面

か
ら
そ
の
場
所
だ
け
で
も
指
し
示
す
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

受
容
性
が
私
た
ち
の
外
部
の
差
し
迫
っ
て
く
る
事
物
か
ら
自
分
を
－
切
断
す
る
こ
と
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
な
ら
（o.	S.	46f.

〔「
哲

学
と
道
徳
（
二
）」
一
三
二　

三
頁
〕）、
次
の
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
印
象
が
違
っ
て
い
る
こ
と
は
主
観
的
に
は
有
機
的
な
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全
体
性
が
妨
害
さ
れ
る
の
を
克
服
し
た
こ
と
の
帰
結

0

0

と
し
て
、つ
ま
り
「
逃
げ
て
い
く
」
瞬
間
に
よ
っ
て
実
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
時
間
」
は
、
も
し
く
は
む
し
ろ
時
間
性
は
、
そ
れ
ゆ
え
根
源
的
に
は
出
会
い
と
し
て
の

0

0

0

0

世
界
と
の
出
会
い
に
お
い
て
差
し
迫
っ
て
く

る
と
い
う
性
格
で
あ
り
、
つ
ま
り
主
観
に
関
わ
っ
て
く
る

0

0

0

0

0

0

表
象
と
し
て
の
表
象
の
存
在
で
あ
る
（o.	S.	56	f.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」

一
四
六　

七
頁
〕）。
超
越
論
的
感
性
論
の
時
間
論
と
ま
っ
た
く
同
一
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、こ
う
し
た
人
間
学
的
な
時
間
概
念
は
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
同
じ
で
は
な
い
こ
と
の
ゆ
え
に
、「
経
験
の
類
推
」
の
教
説
を
支
配
し
て
お
り
、
ま
た
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
経
験
の
類
推
」
の
原
則
の
う
ち
に
と
り
わ
け
含
ま
れ
て
い
る
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
の
問
題
系
は
、
経
験
の
人
間
学
的
な

0

0

0

0

0

概
念
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て
も
よ
い
の
は
、
カ
ン
ト
が
批
判
に
お
い

て
完
全
に
理
論
的
に
概
念
把
握
し
た
空
間

0

0

の
空
間
性
に
つ
い
て
も
、
人
間
学
的
な
概
念
（
も
ち
ろ
ん
人
間
学
の
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お

い
て
）
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
に
取
っ
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
途
へ
の
示
唆
は
、
概
観

0

0

の
概
念
の
う
ち
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
（vgl.	o.	S.	48

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
三
四
頁
〕）。
直
観
の
形
式
が
概
観
的
と
言
わ
れ
る
の
は
、そ
の
形
式
が
、

そ
の
形
式
に
従
っ
て
多
様
な
も
の
が
秩
序
づ
け
ら
れ
う
る
よ
う
に
す
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
諸
印
象
が
並
列
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
の

可
能
性
を
形
式
が
保
障
す
る
。
時
間
性
が
根
源
的
に
は
諸
印
象
が
「
た
ん
に
継
起
す
る
こ
と
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
並
列
し
て
い
る
こ
と
は
空
間
性

0

0

0

に
負
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
空
間
性
は
同
時
性

を
可
能
に
す
る
。
空
間
性
は
或
る
程
度
、
瞬
間
の
妨
げ
る
も
の
の
な
い
没
落
を
妨
げ
る
（
12
）。　
　

ひ
と
が
ふ
た
つ
の
形
式
を
、
外
的

直
観
の
形
式
と
内
的
直
観
の
形
式
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
、同
じ
こ
と
を
見
い
だ
す
。「
外
的
」直
観
は
他
の

0

0

事
物
の
直
観
で
あ
っ
て
、「
内

的
」
直
観
は
私
自
身
の
直
観
な
の
で
あ
る
（vgl.	r.	V

.	A
	373;	M

	d.	S.	V
II	47f.

〔『
人
倫
の
形
而
上
学
』
六
六　

七
頁
〕）。
空
間
が

外
的
直
観
の
形
式
で
あ
る
の
な
ら
ば
、空
間
と
は
、そ
の
も
の
と
し
て
の
私
た
ち
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
が
、そ
の
印
象
に
よ
っ
て
（
た

し
か
に
す
で
に
像
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
）
表
象
さ
れ
う
る

0

0

、
様
式
な
の
で
あ
る
。
把
捉
は
本
質
的
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に
多
様
な
も
の
を
同
時
に
前
提
す
る
の
だ
か
ら
、
直
観
可
能
性
と
し
て
の
空
間
性
は
並
列
し
て
い
る
こ
と
の
契
機
で
あ
る
。
主
観
的
な

直
観
の
存
在
全
体
に
お
い
て
は
、空
間
性
は
志
向
性
の
契
機
で
あ
っ
て
、こ
の
志
向
性
に
よ
っ
て
主
観
と
共
に
実
在
す
る
対
象
の「
圏
域
」

が
そ
の
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
空
間
性
は
根
源
的
な
「
そ
こ
〔D
a

〕」
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
そ
こ
」
に
お
い
て
事
物
は
直
観
の
対

象
と
し
て
「
あ
る
」。
空
間
性
は
そ
の
も
の
と
し
て
の
現
象
存
在
、
直
観
し
う
る
も
の
の
直
観
可
能
性
で
あ
っ
て
、
こ
の
直
観
可
能
性

に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
「
新
た
な
も
の
」
は
あ
ら
ゆ
る
以
前
の
も
の
と
未
来
の
も
の
と
と
も
に
す
で
に
同
種
的

0

0

0

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

そ
の
つ
ど
私
の
も
の

0

0

0

0

で
「
あ
り
」、
つ
ま
り
す
で
に
存
立
し
て
い
る
全
体
と
比
べ
れ
ば
新
し
い

0

0

0

も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
表
象
作
用
は

総
じ
て
、
そ
れ
が
或
る
も
の
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

0

表
象
作
用
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
空
間
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

の
表
象
作
用
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
、

独
立
し
た
、「
固
有
の
」
現
存
在
を
持
ち
う
る
。
内
的
感
官
に
お
け
る
ひ
と
を
不
安
に
さ
せ
る
「
墜
落
」
は
人
間
学
的
に
は
、「
安
心
さ

せ
る
」
外
的
世
界
が
現
前
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
埋
め
合
わ
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
空
間
性
と
時
間
性
の
双
方
向
的
な
関
係
が
難
し
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
或
る
も
の
に
お
い
て
留
ま
り
、
或
る
も
の
を
意
の
ま
ま
に
し
つ
つ
現
に
持
つ
こ
と
の
可
能

性
が
、
さ
し
あ
た
り
は
空
間
性
に
基
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
表
象
す
る
こ
と
の
理
論
的
な
性
格

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
空
間
性
に
基
づ
く
。　
　

こ
の
命
題
は
、
と
り
わ
け
神
と
魂
と
い
う
思
弁
的
な
問
題
の
観
点
に
お
い
て
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
空
間
性
は
こ
こ
で
は
実
際
に
決

定
的
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
自
発
性
は
表
象
す
る
こ
と
の
さ
し
あ
た
り
の
形
式
を
変
様
す
る
に
す
ぎ
ず
、
表
象
作
用
の
性
格
一
般
を
変

様
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
時
間
性
は
こ
れ
に
対
し
て
、現
実
性
と
し
て
の
主
観
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
時
間
性
は
、

自
己
所
有
が
差
し
迫
っ
て
く
る
も
の
、
自
分
自
身
に
お
い
て
自
立
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
固
有
に
、
そ
の
つ
ど
新
た
に
妨
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
の
主
観
的
存
在
で
あ
る
。
空
間
性
は
多
様
性
と
、
そ
れ
と
と
も
に
現
象
を
可
能
に
し
、
時
間
性
は
そ
の
つ
ど

性
と
、
そ
れ
と
と
も
に
多
様
性
の
要
素

0

0

と
し
て
の
感
覚
を
可
能
に
す
る
。「
感
覚
」
と
い
う
表
現
は
と
り
わ
け
事
象
の
こ
う
し
た
側
面

を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
「
主
観
的
な
も
の
」、
認
識
の
た
め
に
「
使
用
さ
れ
」
う
る
と
い
う
側
面
を
で
あ
る
。
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時
間
そ
の
も
の
は
こ
う
し
た
使
用
に
お
い
て
だ
け
、
運
動

0

0

（
ア
プ
リ
オ
リ
に
線
を
引
く
こ
と
に
お
い
て
）
に
即
し
て
だ
け
表
象
さ
れ
う

0

0

0

0

0

る0

。
時
間
は
「
時
点
」
の
「
不
動
な
る
」
系
列
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
時
間
は
「
外
部
で
」
表
象
さ
れ
た
も
の
、
空
間
性
へ
の
同
時
的

な
視
線
に
お
い
て
だ
け
、
外
的
経
験
の
要
素
で
あ
る
（
13
）。

　

あ
ら
ゆ
る
こ
う
し
た
観
察
は
、
全
体
と
し
て
の
受
容
性
と
い
う
能
力
の
特
殊
に
人
間
学
的
な
解
釈
へ
と
導
く
。
そ
の
場
合
「
空
間
」

と
「
時
間
」
は
い
か
に
し
て
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
本
質
か
ら
し
て
創
造
さ
れ
た
事
物
と
の
共
同
性
に
よ
っ
て
だ
け
実
存
し
、
現
実

的
に
、自
分
自
身
に
よ
っ
て
で
は
な
く
実
存
す
る
よ
う
な
能
力
が
、ど
の
よ
う
に
直
観
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。ま
さ
に
こ
う
し
た
能
力
が
、

つ
ね
に
、
そ
し
て
触
発
と
い
う
偶
然
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
つ
の
完
全
な
「
全
体
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
事
態
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
起
こ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、（〔
純
粋
理
性
〕批
判
の
第
二
版
の
）超
越
論
的
演
繹
の
解
釈
へ
と
導
い
て
い
く（ib.	

§§	24	u.	
26

）。
こ
こ
で
は
人
間
学
に
基
づ
い
て
次
の
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
純
粋
直
観
も
ま
た
触
発
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、

し
か
も
純
粋
悟
性
が
形
象
的
な
総
合
に
よ
っ
て
行
使
す
る
と
こ
ろ
の
影
響
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
純
粋
直
観
は
内
的
触
発
を
前
提
と
し

て
い
る
。
経
験
的
な
内
的
直
観
は
、
悟
性
が
反
省
す
る
さ
い
に
知
覚
に
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
基
づ
く
（o.	S.	56

〔「
哲
学
と
道
徳

（
二
）」
一
四
六
頁
〕）。
そ
の
さ
い
与
え
ら
れ
た
表
象
は
固
有
の

0

0

0

表
象
と
し
て
差
し
迫
っ
て
い
る
。
純
粋
直
観
は
次
の
こ
と
に
基
づ
い
て

い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
自
分
の
悟
性
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
の
像
を
自
分
の
も
の
と
し
て
意
識
す
る
だ
け
で
な
く
、（
習
慣
的
な
言
葉

で
は
表
現
で
き
な
い
超
越
論
的
反
省
に
お
い
て
は
）
像
の
像
と
し
て
の
あ
り
方
〔Bildlichkeit

〕
を
も
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

も
の
と
し
て
の
像
と
と
も
に
、
直
観
の
実
質
は
差
し
迫
っ
て
く
る
し
、
像
と
し
て
の
あ
り
方
と
と
も
に
直
観
の
形
式
は
差
し
迫
っ
て
く

る
。
悟
性
が
そ
の
つ
ど
の
機
会
に
さ
い
し
て
経
験
的
に

0

0

0

0

理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
悟
性
の
経
験
的
使
用
に
さ
い
し
て
、
悟
性
の
感
性
的

表
象
に
対
す
る
支
配
に
よ
っ
て
だ
け
、
表
象
が
そ
の
つ
ど
と
も
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
差
し
迫
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
対
し
、
悟
性
が
純

粋
悟
性
と
し
て
自
分
を
つ
ね
に
す
で
に
完
全
に
我
が
物
と
し
て
持
つ
な
ら
ば
、
つ
ね
に
す
で
に
そ
の
も
の
と
し
て
の
外
的
お
よ
び
内
的
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に
差
し
迫
っ
て
く
る
あ
り
さ
ま
、
つ
ま
り
外
的
お
よ
び
内
的
感
官
の
形
式
が
差
し
迫
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
あ
ら
ゆ
る
直
観
さ
れ
る
も

の
が
そ
れ
自
体
と
し
て
差
し
迫
っ
て
く
る
も
の
の
現
象

0

0

で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
、
科
学
と
科
学

0

0

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
た
哲
学
が

ア
プ
リ
オ
リ
に
把
捉
す
る
と
こ
ろ
の
空
間
と
時
間
は
、
受
容
性
と
い
う
創
造
さ
れ
た
能
力
の
た
ん
な
る
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン

0

0

0

0

0

0

（
14
）
で
あ
る
。

こ
う
し
て
可
能
と
な
る
の
が
、
空
間
と
時
間
は
ま
っ
た
く
根
源
的
な
存
在
様
式
と
し
て
で
は
な
く
、
た
ん
に
派
生
的
な
存
在
様
式
と
し

て
可
視
的
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
批
判
的
な
存
在
論
は
空
間
と
時
間
を
根
源
的
な
存
在
様
式
と
し
て
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
は
経
験
の
類
推
に
お
け
る
純
粋
な
時
間
性
へ
の
依
拠
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
根
源
的
な
存
在
様
式

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し

て
の
直
観
形
式
は
い
か
に
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
感
性
に
つ
い
て
の
人
間
学
的
な

0

0

0

0

0

問
い
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
い
が

一
義
的
に
答
え
ら
れ
う
る
の
は
た
だ
、
被
造
物

0

0

0

と
し
て
の
人
間
と
い
う
事
実
が
い
か
に
し
て
差
し
迫
っ
て
き
て
知
ら
れ
う
る
か
を
、
ひ

と
が
知
っ
て
い
る
場
合
の
み
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
実
践
哲
学
は
、
ま
っ
た
く
別
の
、
自
然
科
学
か
ら
は
き
わ
め
て
遠
い
共
同
世

0

0

0

界0

に
お
け
る
認
識
と
い
う
方
向
づ
け
と
い
う
権
利
に
よ
っ
て
導
く
。道
徳
的
に
理
解
さ
れ
た
共
同
世
界
と
い
う
地
平
に
お
い
て
時
間
は
、

事
実
的
な
（「
感
性
的
」
と
い
う
意
味
で
身
体
的
な
）
自
己
存
在
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
示
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
根
源
的
な
時
間
概
念
に
お
い

て
は
こ
う
し
た
指
示
は
少
な
く
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。
退
屈
と
い
う
危
険
の
な
か
の
事
実
的
な
自
己
存
在
と
し
て
の
時
間
は
、
道
徳
的

に
－
歴
史
的
な
時
間
概
念
へ
と
導
く
こ
と
が
あ
り
え
た
。
そ
の
場
合
に
は
時
間
の
解
釈
は
、
真
正
の
も
し
く
は
非
真
正
の
相
互
共
同
存

在
の
問
題
に
対
応
し
つ
つ
、
具
体
的
な
人
間
の
結
合

0

0

0

0

0

の
可
能
性
に
方
向
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
15
）。
と
は
い
え
批

判
的
存
在
論
の
根
源
次
元
と
し
て
の
創
造
の
次
元
が
こ
こ
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
行
な
わ
な
か
っ
た

0

0

0

0

こ
と
だ
け
で
あ

る
。
カ
ン
ト
は
存
在
論
的
に
は
直
観
の
形
式
も
、
対
象
的
な

0

0

0

0

純
粋
直
観
と
し
て
受
け
と
る
。
カ
ン
ト
は
直
観
の
形
式
も
科
学

0

0

の
よ
う
に

受
け
と
る
。
カ
ン
ト
は
経
験
と
い
う
創
造
の
事
実
も
、
こ
の
事
実
が
自
分
自
身
を

0

0

0

0

0

受
け
と
る
よ
う
に
受
け
と
る
。
経
験
は
自
分
自
身
を

独
断
論
的
に
解
釈
す
る
。
経
験
は
自
分
の
可
能
性
を
自
己
充
足
的
な
も
の
と
し
て
受
け
と
る
。
と
い
う
の
も
経
験
は
自
分
を
数
学
的
に

0

0

0

0
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理
解
し
つ
つ

0

0

0

0

0

無
条
件
的
に
「
自
然
の
支
配
者
」（r.	V

.	A
	724	f.

）
と
し
て
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
可
能
な
経
験
の
こ

う
し
た
自
己
解
釈
を
成
立
さ
せ
て
お
く
。
カ
ン
ト
が
こ
の
自
己
解
釈
を
境
界
づ
け
る
の
は
、
現
実
性
の
全
体
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

だ
け
、
つ
ま
り

い
か
に
純
粋
数
学
が
直
接
に
自
然
に
「
応
用
」
さ
れ
る
か
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
カ
ン
ト
は
或
る
意
味
で
（
つ
ま
り
構

造
的
に
）
自
然
の
形
而
上
学
的
な
原
理
を
数
学
の
そ
れ
に
対
応
づ
け
る
。
こ
う
し
た
わ
け
で
、
存
在
論
的
な
図
式
と
し
て
の
時
間
が
一

義
的
に
は
存
在
論
的
に

0

0

0

0

0

理
解
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
間
の
様
態
は
幾
何
学
の
形
態
と
類
推
関
係
に
あ
る
。

　

こ
れ
こ
そ
が
、『
純
粋
理
性
批
判
』の
解
釈
が
超
越
論
的
概
念
を
呈
示
す
る
と
い
う
問
題
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
点
で
あ
る
。

経
験
と
い
う
事
実
の
、
人
間
学
的
で
あ
る
と
同
時
に
自
然
科
学
的
で
も
あ
る
把
握
の
二
義
性
に
あ
っ
て
、
理
論
的
な
科
学
と
実
践
的
な

哲
学
の
中
間
に
あ
る
理
論
哲
学
が
何
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
、
明
ら
か
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
に
ア
ポ
リ
ア
が
あ
る
こ
と
は
、
批
判
が
思
弁
な
し
で
は
済
ま
す
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
知
覚
に
お
い
て
現
実
に
呈
示
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
「
創
造
に
従
っ
て
い
る
」。
経
験
と
い
う
事
実
は
自
分
を
こ
こ

で
は
、
理
論
的
に
支
配
し
う
る
或
る
も
の
と
し
て
「
外
部
か
ら
」
理
解
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
「
内
部
か
ら
」、
そ
の
存

在
の
作
用
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
被
造
物
と
し
て
の
人
間
一
般
は
自
分
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え

ま
た
人
間
が
自
分
自
身
に
お
い
て
そ
し
て
根
源
的
に
あ
る
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
呈
示
す
る
こ
と
の
よ
り
詳
細
な

分
析
は
そ
れ
ゆ
え
、
経
験
と
そ
の
対
象
の
一
義
的
に
人
間
学
的
な
分
析
へ
の
途
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
も
物
自
体
と
現
象
の
違

い
は
、
お
よ
び
隠
さ
れ
た
真
理
の
基
準
と
し
て
の
触
発
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
真
に
自
律
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
と
は
い
え
カ
ン
ト
は
経
験
の
可
能
性
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
独
断
論
的
に
解
釈
し
、
ま
た
科
学
の
自
己
解
釈
を
引
き
受
け
て

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

か
ら
、
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
や
は
り
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
自
己
解
釈
の
境
界
づ
け

0

0

0

0

に
、

次
の
よ
う
な
仕
方
で
取
り
か
か
っ
た
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
経
験
の
対
象
を
物
自
体
そ
の
も
の
か
ら
、「
外
部
か
ら
」
思
弁
的
に

0

0

0

0

区
別
し
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た
の
で
あ
る
。
現
実
に
差
し
迫
っ
て
い
る
あ
り
方
か
ら
、
物
の
自
立
性
は
本
質
か
ら
し
て
同
時
に
内
在
的
に
、
つ
ま
り
抵
抗

0

0

に
お
い
て

自
分
を
示
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
悟
性
に
よ
っ
て
理
解
し
う
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

抵
抗
す
る
あ
り
方
と
し
て
、
事
物
の
自
立
性

は
、
差
し
迫
っ
て
い
る
あ
り
方
の
よ
う
に
、
創
造
さ
れ
た
共
同
世
界
か
ら
だ
け
根
源
的
に
明
瞭
に
さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
基

礎
存
在
論
は
こ
れ
に
対
し
て
思
弁
的
な
地
盤
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
人
間
の

0

0

0

悟
性　
　

こ
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
論
の
出
発

点　
　

が
思
弁
的
に
理
解
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、そ
う
し
た
理
解
が
独
断
論
的
な
啓
蒙
の
「
合
理
主
義
」
で
起
こ
っ

て
い
る
、
そ
の
た
め
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
潜
在
的
な
独
断
論
、
つ
ま
り
歴
史
的
な
反
省
の
欠
如
で
あ
っ
て
、
こ
の
反
省
の
欠

如
は
論
理
学

0

0

0

の
独
断
論
に
示
さ
れ
て
い
る
。
科
学
は
、そ
し
て
純
粋
直
観
は
、悟
性
に
よ
る
理
解
と
い
う
「
能
力
」
で
は
な
く
、そ
の
「
使

用
」
だ
け
を
批
判
的
に
探
究
す
る
と
い
う
こ
と
を
敢
え
て
な
し
た

0

0

0

0

0

0

。
と
は
い
え
能
力
が
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
も
し
く
は
よ

り
精
確
に
は
、
能
力
一
般
が
使
用
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
形
而
上
学
の
思
弁
的
な
構
造
は
そ
の
核
心
に
お
い
て

揺
り
動
か
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
無
条
件
に
自
己
充
足
し
た
人
間
に
、
そ
の
存
在
か
ら
し
て
同
じ
く
自
立
し
た
事
物

が
た
ん
に
対
立
し
て
存
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
し
、
世
界
は
モ
ナ
ド

0

0

0

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
一
義
的
に
明
ら
か
で
は
な
い
の
は
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
は
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
と
同
じ
事
物

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在

の
同
じ
質
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

（vgl.	r.	V
.	A
	386	und	ö

）あ
る
の
で
は
な
い
だ
け
な
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
触
発
す
る
対
象
自
体
そ
の
も
の
は
、

経
験
の
事
物
の
向
こ
う
側
に
あ
る
事
物
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。学
校
概
念
に
従
う
哲
学
の
絶
対
的
な
立
場
で
あ
る
論
理
学
に
お
い
て
、

批
判
は
立
ち
止
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
道
徳
的
に
導
か
れ
た
生
の
経
験
は
唯
一
の

0

0

0

導
き
の
糸
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

経
験
の
存
在
論
は
、
経
験
科
学
の
純
粋
に
「
内
在
的
な
」
存
在
論
的
立
場
と
、
独
断
論
的
形
而
上
学
の
純
粋
に
「
超
越
的
な
」
立
場
に
、

ば
ら
ば
ら
に
別
れ
ゆ
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
主
要
な
関
心
事
で
あ
る
超
越
論
的
演
繹
は
、
こ
う
し
た

0

0

0

0

根
拠
の
ゆ
え
に
カ
ン
ト
自

身
に
と
っ
て
も
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
。
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哲
学
の
方
法
に
と
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
は
、
可
想
界
と
い
っ
た
も
の
は
仮
説
的
に

0

0

0

0

に
認
識
し
う
る
の
か
と
い
う
問
い
へ
と
導
く
。
と

い
う
の
も
、
理
論
哲
学
が
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
助
け
を
借
り
て
経
験
を
限
界
づ
け
る
か
ぎ
り
で
、
認
識
す
る
の
は
理
論
哲
学
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
形
而
上
学
の
問
題
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
批
判
の
「
方
法
論
」
が
「
超
越
論
的
仮
説
」
を
禁0

じ
て
い
る

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
哲
学
が
総
じ
て
理
論
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
必
然
的
で
あ
る
「
仮
定
」
は
、
思
弁
的
に
で

は
な
く
「
実
践
的
見
地
」
に
お
い
て
だ
け
生
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
践
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
よ
り
精

確
に
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
以
下
の
第
二
八
節
）。
思
弁
的
使
用
に
お
い
て
仮
説
は
論
争
的
に
だ
け

0

0

0

0

0

0

な
さ
れ
う
る
。
仮
説
は
「
思
い

な
し
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
と
し
て
は
ま
っ
た
く
妥
当
性
を
持
た
ず
、
対
立
す
る
超
越
的
な
越
権
に
対
し
て
だ
け
妥
当
性
を
持
つ
」（r.	

V
.	A
	781

）。
唯
物
論
者
に
対
し
て
は
、
ひ
と
は
魂
の
不
死
の
形
而
上
学
的
な
可
能
性
を
恐
れ
ず
に
独
断
論
的
に
持
ち
出
し
て
も
よ
い
。

な
ぜ
な
ら
唯
物
論
者
は
自
分
の
対
立
す
る
越
権
を
自
分
も
ま
た

0

0

0

0

0

正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

か
ら
で
あ
る
。
道
徳
的
な
真
剣
さ
に
お

い
て
は
、
こ
こ
に
は
「
思
い
な
し
」
は
存
在
し
な
い
が
、
と
は
い
え
実
践
的
な
確
信
の
た
め
の
護
教
論
の
目
的
の
た
め
の
思
い
な
し
な

ら
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
論
争
的
な
傾
向
は
副
次
的
な
も
の
で
は
な
い
。
有
徳
な
者
は
み
な
、
ま
た
自
分
自
身
で
護
教
論
的
な
課
題

の
前
に
立
つ
。
仮
説
は
「
純
粋
に
個
人
的
な
思
い
な
し
で
あ
っ
て
、
と
は
い
え
そ
れ
で
も
実
際
に
（
起
こ
っ
て
く
る
疑
惑
に
対
抗
す
る

内
心
の
平
静
の
た
め
に
す
ら
）
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
」（ib.	A

	781	f.

）。
こ
れ
こ
そ
が
、
そ
こ
か
ら
し
て
カ
ン
ト

の
実
践
の
形
而
上
学
が
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
る
（
16
）。
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第
二
七
節　

事
実
と
問
題
と
し
て
の
自
由

　

自
由
に
あ
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
哲
学
が
い
か
に
認
識
す
る

0

0

0

0

か
で
あ
る
。
独
断
論
的
な
自
由
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
哲
学
の
基
礎
づ
け

は
二
義
的
な
ま
ま
で
あ
る
。
自
由
は
た
し
か
に
法
学
的
な
創
造
の
解
釈
に
お
い
て
、
そ
の
実
質
的
な
根
は
生
の
経
験
の
う
ち
に
あ
る
そ

れ
固
有
の
道
徳
的
に
－
批
判
的
な
概
念
把
握
の
可
能
性
を
展
開
し
て
い
る
。
と
は
い
え
こ
の
経
験
自
身
は
根
元
的
に
そ
の
固
有
の
あ
り

方
に
お
い
て
据
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
実
践
的
な
認
識
は
つ
ね
に
同
時
に
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
思
弁
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
能
力

に
よ
る
認
識
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
思
弁
の
た
め
の
能
力
だ
け
が
、
全
体
と
し
て
道
徳
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
践
的
認

識
は
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
的
に
「
利
用
で
き
る
」、
た
ん
に
法
学
的
に
変
様
さ
れ
た
、
合
理
主
義
的
な
伝
統
の
意
味
で
思
弁
的
な
神
学
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

本
質
か
ら
し
て
実
践
的
な
認
識
へ
の
カ
ン
ト
に
最
も
固
有
な
意
図
は
、
自
由

0

0

も
ま
た
ひ
と
つ
の
事
実
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

考
察
さ
れ
う
る
と
、
こ

の
上
な
く
鋭
く
表
現
さ
れ
る
。
自
由
が
事
実
で
あ
る
の
は
、
ひ
と
が
自
然
の
経
験
か
ら
出
発
せ
ず
に
、
法
則
か
ら
出
発
し
て
自
由
に
至

る
場
合
で
あ
る
（o.	S.	164	f.

〔
本
稿
一
五
〇
お
よ
び
一
五
一
頁
〕）。
そ
れ
ゆ
え
に
法
則
こ
そ
が
、
こ
こ
で
事
実
性
が
何
を
意
味
す
る

の
か
を
教
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ひ
と
は
「
た
と
え
経
験
的
原
理
に
基
づ
い
て
い
な
い
場
合
に
も
、
そ
れ
が
不
可
避
で
あ
る
な
ら
ば
、
意
志
規
定
を
」
事
実
と
「
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
」（pr.	V

.	V
	62

〔『
実
理
』
二
〇
二
頁
〕）。
不
可
避
で
あ
る
こ
と
が
差
し
迫
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
の
経
験
的
な

も
の
を
性
格
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
法
則
の
事
実
性
の
分
析
は
、
経
験
的
な
事
実
性
と
区
別
し
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「
こ
う
し
た
根
本
法
則
の
意
識
を
、
理
性
の
事
実
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ひ
と
は
そ
れ
を
、
理
性
に
前
も
っ
て
与
え
ら

れ
て
い
る
所
与
か
ら
、
た
と
え
ば
自
由
の
意
識
か
ら
理
屈
を
こ
ね
て
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
ず
（
と
い
う
の
も
、
自
由
の
意
識
は
私

た
ち
に
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
）、
ま
っ
た
く
そ
れ
自
体
の
み
で
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
命
題
と
し
て
私
た
ち
に
迫
っ

て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
総
合
的
命
題
は
、
純
粋
直
観
で
あ
れ
経
験
的
直
観
で
あ
れ
、
い
か
な
る
直
観
に
基
づ
く
も
の
で

も
な
い
。
も
し
意
志
の
自
由
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
の
命
題
は
分
析
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
と
い
っ
て

も
、
積
極
的
概
念
と
し
て
の
意
志
の
自
由
の
た
め
に
は
知
的
直
観
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
そ
う
し
た
直
観

を
想
定
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
法
則
を
、
誤
解
を
招
か
ず
に
与
え
ら

0

0

0

れ
た

0

0

も
の
と
見
な
す
た
め
に
は
、
こ
の
事
実
が
経
験
的
な
事
実
で
は
な
く
、
純
粋
理
性
の
唯
一
無
二
の
事
実
で
あ
る
こ
と
、
純
粋
理

性
は
こ
の
事
実
を
通
じ
て
自
分
を
根
源
的
に
立
法
的
な
も
の
と
し
て
（sic	volo,	sic	iubeo

〔
私
は
か
く
欲
し
、
か
く
命
ず
る
〕）
告

げ
知
ら
せ
る
、
と
い
う
こ
と
を
十
分
心
に
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（pr.	V

.	V
	36

〔『
実
理
』
一
六
六
頁
〕）。「
い
わ
ば
事

実
」
と
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
呼
ぶ
の
は
、
経
験
的
事
実
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
（pr.	V

.	V
	62,	100;	vgl.	auch	V

	114

〔『
実
理
』

二
〇
二
、二
五
六
、二
七
五
頁
〕）。
概
念
を
対
応
す
る
よ
う
に
変
様
さ
せ
て
、『
論
理
学
講
義
』
は
道
徳
的
法
則
が
公
理
で
あ
る
と
語
る

（Logik	

§35

〔
カ
ン
ト
『
論
理
学
』
湯
浅
正
彦
・
井
上
義
彦
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
17
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
五
二
頁
〕）。
実

践
哲
学
に
固
有
で
あ
る
の
は
、
実
践
哲
学
は
理
論
哲
学
の
よ
う
に
直
観
と
と
も
に
は
じ
ま
る
の
で
は
な
く
、
原
則
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
そ
の
も
の
と
し
て
の
原
則
が
差
し
迫
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
的
な
洞
察
は
、

さ
し
あ
た
り
は
与
え
ら
れ
た
概
念
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
こ
の
洞
察
は
論
弁
的
に
確
実
な
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
洞
察
は
直

観
的
に
確
実
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
と
は
い
え
そ
れ
で
も
こ
の
洞
察
の
確
実
性
は
理
性
的
な
確
実
性
よ
り
は
感
性
的
な
確
実
性
に

似
て
い
る
。
理
性
的
な
確
実
性
は
、
自
分
自
身
の
働
き
を
支
配
す
る
統
覚
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
倫
理
的
な
意
識
は
、
さ
し
あ
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た
り
は
自
己
意
識
で
は
な
く
、
人
間
性
に
と
っ
て
疎
遠
な
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
し
か
も
感
性
的
な
意
識
よ
り
ず
っ
と

根
元
的
な
意
味
で
疎
遠
な
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
。
差
し
迫
っ
て
く
る
力
は
こ
こ
で
は
自
分
を
維
持
す
る
た
め
に
対
抗
す
る
作

用
を
呼
び
起
こ
す
の
で
は
な
く
、
こ
の
力
が
意
の
ま
ま
に
す
る
表
象
作
用
そ
の
も
の
を
捕
え
て
し
ま
う
こ
と
で
、
完
全
に
圧
倒
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

把
捉
す
る
意
識
は
与
え
ら
れ
た
も
の
を
直
観
的
に
、
つ
ま
り
意
の
ま
ま
に
し
う
る
も
の
、
多
様
な
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自
ら
の
前
に
持
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
事
実
は
意
識
に
そ
れ
で
も
「
与
え
ら
れ
て
」
お
り
、「
把
捉
」
さ
れ
う
る
。
ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
直
観
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
概
観
に
お
い
て
現
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
私

た
ち
人
間
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
空
間
と
時
間
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
直
観
は
つ
ね
に
固
有
の
能
力
が

ア
プ
リ
オ
リ
に
意
の
ま
ま
に
し
う
る
こ
と
に
基
づ
い
た
受
容
性
で
あ
る
。
他
方
で
倫
理
法
則
は
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
私
た
ち
の

義
務

0

0

が
私
た
ち
を
意
の
ま
ま
に
し
う
る
と
い
う
意
味
で
だ
け
、
表
象
可
能
で
あ
り
意
の
ま
ま
に
し
う
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
私
た
ち
に

属
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
た
ち
が
そ
れ
に
属
す
る
と
、
私
た
ち
自
身
が
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
。

倫
理
法
則
の
把
捉
は
そ
れ
ゆ
え
、
感
性
的
な
覚
知
の
よ
う
に
、
自
身
の
状
態
を
自
発
的
に
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
か
も

そ
れ
は
自
分
の
現
実
の
依
存
し
た
あ
り
方
を
、
自
分
自
身
依
存
し
な
が
ら
、
現
実
に
把
握
す
る
と
い
う
様
式
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
さ
い
自
身
の
能
力
を
先
立
っ
て
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
な
い

0

0

0

。
把
捉
す
る
自
発
性
は
自
分
自
身
の
主
人
で
は
な
く
、
そ

れ
は
把
捉
さ
れ
た
も
の
の
理
解
が
ま
さ
に
自
分
自
身
を
支
配
す
る
と
い
う
様
式
に
お
け
る
自
分
を
強
い
ら
れ
て
放
棄
す
る
の
と
同
様
で

あ
る
。
そ
の
結
果
こ
の
理
解
は
、
把
捉
さ
れ
た
も
の
を
意
の
ま
ま
に
で
き
ず0

、
し
た
が
っ
て
理
論
的
な
意
味
で
は
対
象
と
し
て
承
認
し

0

0

0

な
い

0

0

。
与
え
ら
れ
た
も
の
の
把
捉
が
純
粋
直
観
に
基
づ
く
把
捉
で
は
な
い
の
な
ら
、
感
性
的
な
知
覚
と
の
類
似
は
直
観
さ
れ
う
る
と
い

う
契
機
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
て
、
差
し
迫
っ
て
く
る
と
い
う
契
機
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
差
し
迫
っ
て
く
る
こ
と
だ
け
が
比
較
の
第

三
項
目
〔tertium

	com
parationis

〕
で
あ
る
。
法
則
の
「
影
響
」
は
一
方
向
的
な
依
存
で
あ
っ
て
、
相
互
関
係
〔Com

m
ercium

〕
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で
は
な
い
。
倫
理
法
則
を
把
捉
し
つ
つ
現
に
持
つ
こ
と
（
道
徳
的
意
識
）
は
、
無
条
件
的
に
圧
倒
す
る
も
の
が
私
の
な
か
に
現
に
あ
る

こ
と
を
、
自
発
的
に
目
覚
め
て
い
る
こ
と
だ
け
に
基
づ
い
て
い
る
。
無
条
件
的
に
圧
倒
す
る
の
は
と
こ
ろ
で
、
そ
の
う
ち
で
私
が
理
性

0

0

的
な
存
在
者

0

0

0

0

0

と
し
て
受
動
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
私
が
理
性
に
よ
っ
て　
　

逆
説
的
な
仕
方
で　
　

受
容
的
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
な

状
態
だ
け
で
あ
る
。
道
徳
的
な
聴
従
が
そ
う
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
、
無
条
件
的
な
も
の
と
し
て
の
無
条
件
的

に
差
し
迫
っ
て
く
る
も
の
は
、
経
験
的
な
事
実
で
は
な
く
、
理
性
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
ま
た
ま
っ
た
く
独
特
な
、
人
間
学
の

形
而
上
学
的
な
根
本
概
念
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
実
は
こ
う
し
た
仕
方
で
示
さ
れ
る
。
一
般
的
に
は
理
性
に

よ
る
認
識
の
様
式
は
洞
察
な
い
し
は
概
念
把
握
で
あ
っ
て
、
両
者
は
媒
介
的
な
、
つ
ま
り
す
で
に
悟
性
に
よ
っ
て
理
解
可
能
な
も
の
に

よ
る
総
合
的
な
理
解
で
あ
り
、
見
や
り
つ
つ
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
の
最
も
自
由
な
様
式
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
把
捉
す
る
自
発
性
と
し

て
は
、
理
性
は
構
想
力
と
同
様
に
依
存
的
で
あ
る
。
事
実
が
こ
こ
で
は
差
し
迫
っ
て
い
て
、
ま
っ
た
く
直
観
的
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、

そ
れ
だ
け
理
性
は
構
想
力
よ
り
も
依
存
的
で
す
ら
あ
る
。
た
ん
に
感
覚
だ
け
を
含
み
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
感
覚
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
形

式
を
も
含
む
の
で
は
な
い
よ
う
な
、
し
た
が
っ
て
直
観
し
う
る
も
の
だ
け
を
含
み
そ
の
直
観
さ
れ
て
あ
る
あ
り
方
を
も
含
ま
な
い
よ
う

な
、
受
容
性
の
感
性
的
な
様
式
を
具
体
的
に
表
象
す
る
こ
と
は
私
た
ち
に
は
で
き
な
い
。
純
粋
な
直
観
さ
れ
て
あ
る
あ
り
方
が
可
能
な

科
学
と
い
う
意
味
で
、
人
間
が
持
つ
純
粋
悟
性
に
基
づ
く
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
空
間
と
時
間
が
特
殊
に
人
間
的
な

0

0

0

0

直
観
形

式
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
実
際
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
（vgl.	r.	V

.	

§	8

）。
純
粋
直
観
を
欠
く

受
容
性
は
そ
れ
ゆ
え
も
は
や
人
間
の
依
存
し
た
あ
り
方
で
は
な
く
、
動
物
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
道
徳
の
意
識
は
動
物
の
依
存
性

に
類
比
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
が
聴
従
す
る
の
は
、
人
間
が
啓
蒙
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
や
め
る
か
ぎ
り
、
し
た
が
っ
て
人
間

性
と
い
う
意
味
で
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
分
の
義
務
を
「
知
る
」
か
ぎ
り
で
、
動
物

に
似
た
依
存
し
た
あ
り
方
に
陥
る
。
こ
の
よ
う
に
知
る
こ
と
は
、積
極
的
な
理
解
や
洞
察
を
欠
い
た
「
盲
目
な
」
知
識
（
意
識
）
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
『
倫
理
学
講
義
』
は
良
心
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
言
う
。「
良
心
と
は
、自
分
自
身
を
道
徳
法
則
に
則
っ
て
裁
く
本
能
で
あ
る
。

良
心
は
た
ん
な
る
能
力
で
は
な
く
、
本
能
で
あ
る
」（E.	V

.	161

〔
パ
ウ
ル
・
メ
ン
ツ
ァ
ー
編
『
カ
ン
ト
の
倫
理
学
講
義
』
小
西
國
夫
・

永
野
ミ
ツ
子
訳
、
三
修
社
、
一
九
六
九
年
（
以
下
、『
倫
理
学
講
義
』
と
略
）、
一
六
六
頁
〕）。
道
徳
的
に
依
存
し
た
あ
り
方
と
動
物
の

依
存
し
た
あ
り
方
の
違
い

0

0

は
、
自
分
の
依
存
し
た
あ
り
方
に
お
け
る

0

0

0

0

こ
う
し
た
た
ん
に
知
り
つ
つ
見
知
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
で
も

0

0

0

0

悟
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
洞
察
は
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
も
の
と
し
て
の
経
験
的
事

実
の
悟
性
に
よ
る
理
解
が
洞
察
で
は
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
（
た
と
え
ば
そ
の
つ
ど
の
因
果
性
は
た
し
か
に
悟
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ

う
る
が
、
洞
察
は
さ
れ
な
い
）。
そ
れ
ゆ
え
自
律
的
な
理
性
と
し
て
の
純
粋
実
践
理
性
は
、
悟
性
の
様
式
に
従
っ
て
、
そ
れ
も
経
験
的

0

0

0

悟
性
の
様
式
に
従
っ
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
経
験
的
悟
性
と
同
様
に
、
純
粋
実
践
理
性
も
、
人
間
が
差
し
迫
っ
て

く
る
命
令
の
「
声
」
を
他
の
印
象
に
よ
っ
て
聞
き
分
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
道
徳
法
則
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
の

人
間
に
と
っ
て
そ
の
つ
ど
自
分
の
「
自
身
の
胸
に
お
い
て
」
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ろ
の
、
徴
表
だ
け
を
自
発
的
に
固
定
す

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
声
は
、
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
良
心
の
声
と
し
て
現
わ
れ
る
が
（o.	S.	111

〔「
哲
学
と
道
徳
（
四
）」
七
二
頁
〕）、

人
間
に
と
っ
て
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、人
間
の
「
本
質
」
と
「
一
体
に
な
っ
て
い
る
」（M

.	d.	S.	V
II	250

〔『
人
倫
の
形
而
上
学
』

三
一
六
頁
〕）。
良
心
は
「
逃
げ
出
そ
う
と
思
う
と
、
影
の
よ
う
に
、
そ
の
人
に
つ
き
従
う
。
た
し
か
に
人
間
は
、
快
楽
や
気
晴
ら
し
に

よ
っ
て
気
を
紛
わ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
眠
り
込
ま
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
時
に
は
、
自
分
自
身
に
立
ち
も
ど
り
、
目
覚

め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
時
そ
の
人
は
す
ぐ
に
、
良
心
の
恐
る
べ
き
声
を
知
覚
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
が
極
度
に
堕
落
し

て
、
お
そ
ら
く
も
は
や
ま
っ
た
く
良
心
に
意
を
向
け
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
良
心
の
声
が
聞
こ
え

0

0

0

る0

の
を
ど
う
し
て
も
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」（ib.

〔『
人
倫
の
形
而
上
学
』
三
一
六
頁
〕;	vgl.	auch	E.	V

.	80f.

〔『
倫

理
学
講
義
』
八
六
頁
〕）。
法
則
は
た
ん
に
「
知
ら
れ
て
」
い
る
が
、そ
の
現
実
性
に
お
い
て
は
（
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
も
）
積
極
的
に
、
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つ
ま
り
洞
察
し
つ
つ
理
解
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
法
則
か
ら
し
て
理
解
可
能
で
あ
る
の
は
自
由
の
可
能
性
で
あ
る
。
自
由

に
つ
い
て
は
、
自
由
が
自
律
で
あ
り
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
法
則
を
我
が
物
と
し
聴
従
し
つ
つ
消
極
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ぎ

り
で
、
積
極
的
概
念
が
存
在
す
る
。
法
則
は
無
条
件
的
に
理
解
で
き
な
い
も
の
と
し
て
だ
け
（
そ
れ
ゆ
え
消
極
的
に
だ
け
）
理
解
可
能

で
あ
る
。
こ
う
し
た
聴
従
し
つ
つ
理
解
す
る
こ
と
自
体
は
と
こ
ろ
で
自
発
的
な
聴
従
と
し
て
は
積
極
的
に
理
解
し
う
る
或
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
理
性
の
自
己
意
識
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
己
意
識
を
理
性
は
自
分
自
身
の
聴
従
に
よ
っ
て
持
つ
の
で
あ
る
。
可
能
性
は
こ
こ

で
は
洞
察
さ
れ
う
る
こ
と
で
は
な
く
、
実
践
的
に
呈
示
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
連
関
に
お
い
て
だ
け
法
則

0

0

は
（
実

践
的
な
法
則
と
理
性
の
事
実
と
し
て
）
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
由
は
「
純
粋
理
性
の
す
べ
て
の
理
念
の
う
ち
で
、
私
た
ち

が
そ
の
可
能
性
を
、
洞
察
は
し
な
い
ま
で
も
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
知
っ
て
い
る
理
念
で
あ
る
。
と
い
う
も
の
、
自
由
は
私
た
ち
が
知
っ
て

い
る
道
徳
法
則
の
条
件
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」（pr.	V

.	V
	4

〔『
実
理
』
一
二
四
頁
〕）。
私
た
ち
は
自
由
の
可
能
性
を
知
っ
て
い
る
が
、

私
た
ち
は
自
由
を
解
明
す
る

0

0

0

0

こ
と
は
で
き
な
い
（pr.	V

.	V
	52

〔『
実
理
』
一
八
九
頁
〕;	vgl.	auch	Grdl.	IV

	319,	324

〔『
基
礎
づ

け
』
一
〇
九
、一
一
六
頁
〕）（
17
）。
こ
こ
で
は
自
由
に
お
け
る
自
由
の
意
味
全
体
は
自
律
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

汲
み
つ
く
さ
れ
る
。
自
律
が
無
条

件
に
法
則
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
由
も
ま
た
無
条
件
に
法
則
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
は
そ
れ
ゆ
え
、
法
則
自
体
が

そ
う
で
あ
る
の
と
精
確
に
同
じ
だ
け
事
実
的
な
の
で
あ
る
。
法
則
が
生
に
お
い
て
命
じ
る
よ
う
に
動
く
よ
う
に
、
自
由
も
ま
た
道
徳
的

0

0

0

な
生
の
経
験
の
実
例
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

示
さ
れ
る
。
た
ん
な
る
世
界
の
知
識
の
観
点
か
ら
は
実
例
は
も
ち
ろ
ん
何
も
言
う
こ
と
が
な
い
（Grdl.	

IV
	265f.	u.	ö

〔『
基
礎
づ
け
』
三
七
頁
以
下
〕）。
と
は
い
え
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
創
造
の
概
念
か
ら
統
一
的
に
受
け
と
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
自
分
の
原
理
を
確
か
な
も
の
と
し
て
い
る
、
本
来
の

0

0

0

生
の
経
験
で
あ
れ
ば
、
人
間
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
道0

徳
的
に

0

0

0

理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
経
験
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
事
実
の
固
有
性
に
対
応
し
て
、
実

例
は
た
ん
な
る
認
識
に
と
っ
て
意
の
ま
ま
に
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
聴
従
す
る
格
率
と
行
為
そ
の
も
の
に
お
い
て
成
り
立
つ
。
そ
の
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行
為
は
本
質
か
ら
し
て
自
身
の

0

0

0

行
為
で
あ
っ
て
、
他
者
に
あ
っ
て
は
、
実
際
に
自
身
も
命
令
の
声
を
聴
従
し
つ
つ
見
知
っ
て
い
る
者
に

よ
っ
て
だ
け
理
解
さ
れ
る
。
感
性
的
直
観
と
違
っ
て
、
善
の
「
数
学
」
は
存
在
せ
ず
、
赤
い
色
の
よ
う
に
「
自
分
で
見
る
」
だ
け
で
あ

る
。
他
方
で
は
法
則
に
お
い
て
は
想
起
も
存
在
せ
ず
（
赤
い
色
の
想
起
は
あ
る
け
れ
ど
も
）、
現
実
の
覚
知
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。

義
務
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
「
た
ん
に
」
思
い
出
す
人
は
、
真
実
に
は
義
務
を　
　

そ
れ
も
自
分
の

0

0

0

義
務
を　
　

「
忘
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
本
来
的
な
意
味
で
は
そ
れ
ゆ
え
ま
た
義
務
の
忘
却
は
存
在
し
な
い
。「
自
分
を
正
当
化
す
る
根
拠
を
必
要

と
し
な
い
」
道
徳
法
則
が
証
明
す
る
の
は
、「
そ
の
法
則
が
自
分
を
拘
束
す
る
と
認
め
る
存
在
者
に
お
け
る
」、
自
由
の
「
可
能
性
だ
け

で
は
な
く
、
現
実
性
で
も
あ
る
」（pr.	V

.	V
	54

〔『
実
理
』
一
九
一
頁
〕）。
実
践
的
な
、
直
観
と
い
う
隔
た
り
に
留
ま
っ
て
い
な
い
法

則
の
知
識
は
、
こ
う
し
た
証
明
を
実
践
的
な

0

0

0

0

証
明
と
す
る
。
私
は
自
由
を
「
解
明
す
る
〔erschließe

〕」
だ
け
で
は
な
く
、
自
由
へ

と
決
断
す
る

0

0

0

0

〔entschließe

〕
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
私
が
命
令
を
見
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
経
験
が

「
確
証
す
る
」（pr.	V

.	V
	34f.

〔『
実
理
』
一
六
四
頁
〕）。
ひ
と
が
生
に
お
い
て
、
人
間
が
自
分
の
生
を
危
険
に
さ
ら
す
道
徳
的
な
要
求

の
前
に
立
た
さ
れ
る
状
況
を
仮
想
す
る
も
し
く
は
考
察
す
る
だ
け
で
も
、
自
分
が
そ
う
し
た
こ
と
を
お
そ
ら
く
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
と

も
、
こ
う
し
た
犠
牲
行
為
を
な
し
う
る

0

0

こ
と
を
、
そ
の
人
は
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
実
例
」
が
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
れ

が
人
間
へ
の
実
際
の
呼
び
か
け
を
含
み
、
こ
う
し
た
状
況
に
自
分
の
－
身
を
お
く
こ
と
に
お
い
て
だ
け
理
解
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

事
象
が
自
然
に
お
い
て
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、
人
間
的
生
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に
し

て
だ
け
事
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
道
徳
的
な
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
特
有
で
あ
る

0

0

の
は
、
道

徳
的
可
能
性
は
要
求
の
「
決
定
的
な
」
瞬
間
に
お
い
て　
　

直
観
さ
れ
る
も
の
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
迫
っ
て
く

る
も
の
と
し
て
「
感
じ
」
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
あ
る
ま
っ
た
く
特
殊
な
、
尊
敬
の
感
情
に
お
け
る
、
こ
れ
か
ら
考
察

さ
れ
る
べ
き
意
味
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
純
粋
理
性
は
こ
う
し
て
、
た
し
か
に
そ
の
思
弁
的
な
使
用
に
お
い
て
で
は
な
に
せ
よ
、
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そ
れ
で
も
あ
る
種
の
実
践
的
な
使
用
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
使
用
に
お
い
て
、
経
験
を
可
能
に
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

原
理
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
倫

理
的
な
指
示
に
適
合
し
て
人
間
の
歴
史

0

0

に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
う
る

0

0

よ
う
な
行
為
を
、
可
能
と
す
る
原
理
を
含
ん
で
い
る
」（r.	V

.	A
	

807

）。自
由
の
客
観
的
実
在
性
は「
純
粋
理
性
の
実
践
的
諸
法
則
に
よ
っ
て
、ま
た
こ
れ
ら
の
法
則
に
適
合
し
て
現
実
の
行
為
に
お
い
て
、

し
た
が
っ
て
経
験
の
う
ち
で
立
証
さ
れ
る
」（U

.	V
	551

〔『
判
断
力
（
下
）』
一
六
三
頁
〕）。
自
由
は
自
分
の
実
在
性
を
「
事
実
と
し

て
諸
行
為
の
う
ち
で
」
立
証
す
る
（U

.	V
	556f.

〔『
判
断
力
（
下
）』
一
七
一
頁
〕）。
自
由
が
自
分
の
実
在
性
を
「
証
明
す
る
」
の
は
「
経

験
の
う
ち
で
」
で
（ib.	〔
同
書
同
頁
〕）
あ
っ
て
、「
自
然
に
お
い
て
、自
然
の
う
ち
で
可
能
な
自
由
の
結
果
に
よ
っ
て
」
で
あ
る
（ib.

〔
同

書
同
頁
〕）。
自
由
の
概
念
は
「
心
術
や
格
率
に
お
い
て
具
体
的
に
呈
示
さ
れ
る
現
実
的
な
適
用
を
、
つ
ま
り
こ
れ
と
提
示
で
き
る
よ
う

な
実
践
的
実
在
性
を
」
持
つ
（pr.	V

.	V
	63

〔『
実
理
』
二
〇
四
頁
〕）。
自
由
は
人
間
に
は
、根
源
的
に
は
つ
ね
に
私
自
身
の
徳
で
あ
り
、

私
が
つ
ね
に
す
で
に
持
つ
と
こ
ろ
の
、
徳0

に
お
い
て
「
提
示
可
能
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
私
が
徳
を
表
象
す
る
と
き
に
は
、

私
が
徳
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
が
、
カ
ン
ト
が
道
徳
的
な
生
の
経
験
へ
の
方
向
に
お
い
て
認
め
て
い
る
、
最
大
限
の
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
疑
い
も

な
く
事
実
的
で
あ
っ
た
の
は
法
則
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
す
べ
て
は
疑
惑
の
可
能
性
に
服
す
る
。
こ
の
疑
惑
に
お
い
て
は
、
実
践

的
な
客
観
性
は
、
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
実
践
に
特
殊
な
認
識
源
泉
は
、
た
だ
ち
に
放
棄
さ
れ
る
。
自
由
は
そ
の
概
念
の
二
義
性
の
ゆ
え

に
、
そ
こ
に
お
い
て
創
造
の
問
題
系
が
明
瞭
に
現
れ
出
る
中
間
地
点
を
占
め
る
。
自
由
は
、
実
践
的
な
意
味
で
「
知
ら
」
れ
う
る
、
も

し
く
は
「
実
然
的
に
認
識
」
さ
れ
う
る
（pr.	V

.	V
	115

〔『
実
理
』
二
七
五
頁
〕）、
唯
一
の
理
念
で
あ
る
。
自
由
の
客
観
的
実
在
性
は

「
定
説
的
に
－
確
実
」（U

.	V
	534

〔『
判
断
力
（
下
）』
一
四
二
頁
〕）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
殊
な
「
実
り
豊
か
さ
」（pr.	V

.	V
	113

〔『
実

理
』
二
七
三
頁
〕）
を
自
由
は
、
自
由
の
対
象
が
人
間
の
理
性
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
負
っ
て
い
る
。「
制
約
さ
れ
た
も
の
や
感

性
的
な
も
の
に
対
し
て
、
無
制
約
的
な
も
の
や
可
想
的
な
も
の
を
見
い
だ
す
た
め
に
、
私
た
ち
が
自
分
の
外
に
出
て
行
く
必
要
が
な
い
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の
は
、
唯
一
自
由
と
い
う
概
念
だ
け
が
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
最
高
で
無
条
件
的
な
実
践
的
法
則
と
、
こ
の
法
則
を

意
識
し
て
い
る
存
在
者
（
私
た
ち
自
身
の
人
格
）
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
悟
性
界
に
属
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
う
し
た
存
在
者
と
し
て
活
動

し
う
る
仕
方
を
使
命
と
し
て
負
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
は
、
私
た
ち
の
理
性
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（pr.	V

.	V
	115

〔『
実
理
』

二
七
六
頁
〕）。
そ
れ
ゆ
え
に
自
由
概
念
の
優
位
は
、
自
身
の
理
性
的
な
実
存
が
自
身
の
も
の
と
し
て
持
つ
、
際
立
っ
た
確
実
性
に
基
づ

い
て
い
る
。
そ
れ
は
前0

道
徳
的
な
主
体
の
人
格
性
で
あ
る
。
厳
密
に
道
徳
的
に
理
解
す
る
な
ら
、
人
間
が
自
分
の
自
由
を
、
そ
の
他
の

被
造
物
や
神
を
認
識
す
る
よ
う
に
し
て
認
識
す
る
の
な
ら
、
人
間
は
同
じ
く
「
自
分
の
外
に
出
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン

ト
が
こ
こ
で
断
固
と
し
て
語
ら
せ
て
い
る
の
は
、
自
身
の
自
発
性
が
聴
従

0

0

に
お
い
て
持
つ
優
位
で
あ
る
。
と
は
い
え
ま
さ
に
こ
れ
が
難

点
で
あ
っ
て
、聴
従
に
お
け
る
自
由
が
選
択
の
自
由
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
実
践
理
性
批
判
』

の
決
定
的
な
地
点
に
お
い
て
、
ふ
た
つ
の

0

0

0

0

自
由
の
解
釈
が
ば
ら
ば
ら
に
分
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
自
由
が
事
実

で
あ
る
と
い
う
教
説
と
、
自
由
の
性
格
は
要
請

0

0

で
あ
る
と
い
う
教
説
の
あ
い
だ

0

0

0

に
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
可
想
的
な
因
果
性
と
し
て
の
自

由
の
叙
述
で
あ
っ
て
、
こ
の
因
果
性
の
場
所
は
理
論
的
に
は
空
い
た
ま
ま
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
実
践
的
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
（pr.	V

.	V
	54	ff.

〔『
実
理
』
一
九
一
頁
以
下
〕）。
そ
の
さ
い
自
由
は
そ
れ
自
体
事
実
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、そ
れ
で
も
法
則
の
事
実

と
と
も
に
、
同
時
に
直
接
的
な
推
論
に
よ
っ
て
論
弁
的
に
確
実
で
あ
る
。

　
「
純
粋
実
践
理
性
の
原
則
の
演
繹
に
つ
い
て
」
と
い
う
節
は
、
完
全
に
護
教
論
的
な
傾
向
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
節
が

示
す
の
は
、
法
則
の
演
繹
が
必
要
で
は
な
く
、
し
か
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
と
対
照
的
に
、
自
由
と
い
う
能

力
の
法
則
か
ら
の
演
繹
は
必
要
で
あ
り
し
か
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
（ib.	V

	53	f.

〔『
実
理
』
一
九
〇　

一
頁
〕）。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で

は
明
ら
か
に
、『
純
粋
理
性
批
判
』
と
の
比
較
に
そ
く
し
て
自
分
を
方
向
づ
け
て
い
る
（ib.	V

	48	ff.

〔『
実
理
』
一
八
二
頁
以
下
〕）。
自

由
は
実
践
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
究
め
え
な
い
能
力
」（ib.	V

	54
〔『
実
理
』
一
九
一
頁
〕）
の
理
念
が
、
そ
れ
が
理
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論
的
に
構
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
践
的
な
使
用
に
お
い
て
「
適
用
、
ひ
い
て
は
ま
た
そ
の
意
義
」
を
獲
得
す
る
（ib.	V

	55

〔『
実
理
』

一
九
三
頁
〕）。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
最
終
的
に
法
則
そ
の
も
の
の
規
準
と
し
て
の
性
格
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で

明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
由
の
演
繹
は
、
間
接
的
に
は
法
則
の
演
繹
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
理
性
に
と
っ
て
自
然
的
な
自
由
の
宇
宙
論

的
理
念
を
演
繹
可
能
な
も
の
と

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
「
道
徳
法
則
の
一
種
の
信
用
状
」
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
（pr.	V

.	V
	54

〔『
実
理
』
一
九
一
頁
〕）。
理
論
理
性
の
「
欲
求
」
の
「
成
就
」
は
道
徳
法
則
に
と
っ
て
「
あ
ら
ゆ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
正
当
化
の
代
わ
り
」

（ib.〔
同
書
同
頁
〕）と
し
て
役
立
つ
。
そ
の
さ
い
、中
立
的
な
理
論
的
哲
学
へ
の
顧
慮
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
明
ら
か
に
言
明
さ
れ
る
。「
道

徳
法
則
は
自
分
の
実
在
性
を
、以
下
の
よ
う
に
し
て
、『
思
弁
的
理
性
批
判
』
に
も
十
分
納
得
が
い
く
よ
う
に
証
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

た
ん
に
否
定
の
側
か
ら
考
え
ら
れ
た
因
果
性
、
つ
ま
り
思
弁
理
性
が
そ
の
可
能
性
を
把
握
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
想
定
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
因
果
性
に
、
道
徳
法
則
が
積
極
的
規
定
を
…
…
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
」（ib.	

〔『
実
理
』
一
九
一　

二
頁
〕）。
こ
れ

は
護
教
論
的
に

0

0

0

0

0

－
思
弁
的
な

0

0

0

0

哲
学
の
方
向
づ
け
へ
の
向
き
に
お
い
て
最
大
限
の
も
の
で
あ
る
。

　

自
由
と
い
う
揺
れ
動
く
概
念
は
、
こ
う
し
た
内
的
な
歴
史
的
な
不
調
和
を
印
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
実
践
的
な
見
地
に
お
い
て
語

ら
れ
る
か
ぎ
り
、
自
由
は
自
律
と
同
一
の
も
と
し
て
示
さ
れ
る
。
批
判
的
な
分
析
論
が
示
す
の
は
「
こ
の
（
法
則
と
い
う
）
事
実
が
意

志
の
自
由
の
意
識
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
意
識
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
」（ib.	V

	48

〔『
実

理
』
一
八
二　

三
頁
〕）
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
立
し
て
い
る
の
が
、
カ
ン
ト
が
別
の
、
こ
の
箇
所
と
同
じ
だ
け
基
準
的
な
箇
所
に
お
い

て
、実
践
的
法
則
を
根
拠
か
ら
の
自
由
の
認
識
根
拠
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（pr.	V

.	V
	4	A
.,	33	ff.

〔『
実
理
』
一
二
五
、一
六
二
頁

以
下
〕）。
な
ぜ
な
ら
自
由
は
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
意
識
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、「
自
由
の
最
初
の
概

念
は
否
定
的
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
り
（
18
）、
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
私
た
ち
は
自
由
を
自
然
的
に
経
験
を
根
拠
と
し
て
推
論
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
で
は
な
く
倫
理
法
則
だ
け
が
、
事
実
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。「
自
由
と
無
制
約
的
な
実
践
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的
法
則
と
は
、
互
い
に
他
を
指
示
し
あ
う
関
係
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
が
こ
こ
で
問
い
た
い
の
は
、
こ
の
両
者
が
実
際
に
も
異
な
っ

た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
無
制
約
的
な
法
則
と
は
純
粋
実
践
理
性
の
自
己
意
識
な
の
で
は
な
い
か
、
純
粋
実
践
理
性
そ
の
も

の
は
自
由
の
積
極
的
概
念
と
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
無
制
約
的
に

－
実
践
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
認
識

0

0

が
ど
こ
か
ら
始
ま
る

0

0

0

の
か
、
自
由
か
ら
な
の
か
実
践
的
法
則
か
ら
な
の
か
、
と
問
う
の

で
あ
る
」（pr.	V

.	V
	33f.

〔『
実
理
』
一
六
二　

三
頁
〕）。
法
則
の
優
位
は
、
実
践
的
認
識
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
ゆ
え
（
明

示
的
に
さ
れ
た
）
そ
の
も
の
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

実
践
哲
学
（
存
在
論
）
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
、視
界
に
現
れ
る
。
哲
学
は
実
践
の
た
め
に
、

自
身
の
概
念
把
握
可
能
性
を
展
開
し
な
い
。
哲
学
は
認
識
と
し
て
は
、
意
の
ま
ま
に
し
う
る
存
在
と
し
て
の
存
在
に
方
向
づ
け
ら
れ
て

お
り
、自
由
を
そ
の
「
第
一
の
概
念
」
の
意
味
で
、つ
ま
り
超
越
論
的
意
味
で
理
解
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た

0

0

0

0

意
味
で
は
自
由
は
ま
っ

た
く
も
っ
て
事
実
で
は
な
く
、「
解
決
に
困
難
を
き
わ
め
る
課
題
」（ib.	V

	34

〔『
実
理
』
一
六
四
頁
〕）
で
あ
る
。

註

(

１)		

こ
う
し
た
仕
方
で
コ
ー
エ
ン
も
ま
た
、
自
分
自
身
の
『
純
粋
意
志
の
倫
理
学
』
に
お
い
て
、
自
然
と
倫
理
性
の
統
一
を
保
証
す
る

者
と
し
て
の
神
の
理
念
に
手
を
つ
け
て
い
る
。
と
は
い
え
コ
ー
エ
ン
に
と
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
彼
の
体
系
的
な
主
要
著
作
に
お

い
て
は
、「
神
」
は
コ
ー
エ
ン
の
文
化
理
念
の
方
法
論
的
な
統
一
に
対
す
る
名
前
で
し
か
な
い
。

(

２)		V
gl.	Enquiry,	8.	A

bschn.

〔
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
『
人
間
知
性
研
究
』
斎
藤
繁
雄
・
一
ノ
瀬
正
樹
訳
、法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
四
年
、七
一
頁
以
下
〕,	auch	Locke,	Essay,	Buch	II,	K

ap.	21
〔
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク『
人
間
知
性
論（
二
）』大
槻
春
彦
訳
、

岩
波
文
庫
、
一
九
七
四
年
、
一
二
六
頁
以
下
〕。
カ
ン
ト
も
自
分
の
一
般
的
な
論
述
に
お
い
て
は
、
自
然
説
明
の
正
し
さ
に
立
脚
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し
て
い
る
。
人
間
の
性
格
は
日
食
の
よ
う
に
算
出
し
う
る
は
ず
で
あ
る
（pr.	V
.	V
108

〔『
実
理
』
二
六
七
頁
〕;	vgl.	auch	r.	V

.	
A
	540,	549	f.

）。
実
例
に
お
い
て
は
こ
れ
と
対
照
的
に
、
性
格
を
理
解
す
る
の
に
、
科
学
的
に
－
心
理
学
的
な
様
式
で
は
な
く
て
、

日
常
的
な
様
式
が
登
場
す
る
（r.	V

.	A
	554	f.;	pr.	V

.	V
	107	ff.

〔『
実
理
』
二
六
五
頁
以
下
〕）。

(

３)		

こ
の
節
に
つ
い
て
は
、
総
じ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
を
参
照
せ
よ
。

(

４)		

批
判
の
歴
史
的
な
成
立
過
程
に
お
い
て
も
、
形
而
上
学
の
方
法
へ
の
問
い
は
周
知
の
よ
う
に
前
景
に
出
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
・
ヘ

ル
ツ
へ
の
一
七
七
六
年
一
一
月
二
四
日
の
書
簡
（IX
,	153

〔
カ
ン
ト
『
書
簡
Ⅰ
』
北
尾
宏
之
・
竹
山
重
光
・
望
月
俊
孝
訳
、『
カ

ン
ト
全
集
21
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
（
以
下
『
書
簡
Ⅰ
』
と
略
）、
一
〇
九
頁
〕
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
す
で
に
批
判
、
訓
練
、

規
準
、
そ
し
て
建
築
術
を
、
自
分
の
仕
事
の
主
要
部
門
と
し
て
名
指
し
て
い
る
。
際
立
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
方
法
論
が
す
で

に
下
位
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(

５)		

言
語
使
用
の
点
で
際
立
っ
て
い
る
の
は
、
Ｆ
ｒ
・
Ａ
・
シ
ュ
ル
ツ
が
神
学
的
な
独
断
論
を
「
数
学
的
な
」
方
法
に
よ
っ
て
取
り
扱
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
ク
ヌ
ッ
ツ
ェ
ン
も
行
な
っ
た
。

(

６)		

一
七
八
三
年
八
月
二
六
日
の
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
ル
ツ
宛
書
簡
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
「
記
号
結
合
術
」
の
提
議
（IX

,	237

〔『
書
簡

Ⅰ
』
一
九
七
頁
〕）
と
、
一
七
九
一
年
九
月
二
七
日
の
Ｊ
・
Ｓ
・
ベ
ッ
ク
宛
書
簡
に
お
け
る
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
普
遍
記
号
結
合

術
に
さ
え
も
類
似
の
」
方
法
の
提
議
（X

,	98

〔
カ
ン
ト
『
書
簡
Ⅱ
』
木
阪
貴
之
・
山
本
精
一
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
22
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年
、
一
〇
七
頁
〕）
を
参
照
せ
よ
。

(

７)		

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
時
間
性
の
具
体
的
な
形
態
を
図
式

0

0

に
お
い
て
（
超
越
論
的
構
想
力
に
お
け
る
像
に
お
い
て
）
考
察
す
る
場
合

に
も
（
時
間
を
超
越
論
的
感
性
論
の
意
味
で
だ
け
考
察
す
る
の
で
は
な
く
）、
時
間
性
は
カ
ン
ト

0

0

0

に
と
っ
て
は
存
在
理
解
の
十
分

な
地
平
で
は
な
い
。「
純
粋
悟
性
概
念
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
悟
性
に
よ
る
理
解
可
能
性
が
付
け
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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の
で
あ
っ
て
、
こ
の
悟
性
概
念
に
固
有
の
、
具
体
的
な
事
実
性
が
も
ち
ろ
ん
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
と
は
い
え
そ
れ

は
ま
た
（
時
間
性
か
ら
離
れ
て
）
道
徳
と
神
学
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
。

(

８)		

そ
れ
ゆ
え
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
論
理
学
の
支
配
」
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
と
も
に
、「
外
的
な

0

0

0

問
題
系
列
と
問
題
形
式

の
建
築
術
」
に
由
来
す
る
も
の
と
だ
け
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
（K

ant	S.	63

〔
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
門
脇
卓
爾
／
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
訳
、『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集　

第
３
巻
』
創
文
社
、

二
〇
〇
三
年
、
七
六
頁
〕）。
第
二
版
の
「
超
越
論
的
演
繹
」
に
お
い
て
（
§15,	B	129	ff.

）、
自
発
的
な
総
合
が
悟
性
の
概
念
の

う
ち
に
と
も
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
感
性
と
い
う
基
準
を
与
え
る
事
実
に
対
し
て
（o.	S.	144

〔「
哲
学
と
道
徳

（
五
）」
一
七
九
頁
〕）、
あ
ら
ゆ
る
自
発
性
に
共
通
の
問
題
性

0

0

0

0

0

0

を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
演
繹
の
問

題
は
こ
う
し
た
仕
方
で
先
鋭
に
立
て
ら
れ
る
。
統
一
の
表
象
が
「
結
合
か
ら
生
じ
る
」
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
（B	131

）、

そ
れ
ゆ
え
悟
性
と
構
想
力
は
区
別
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
は
同
時
に
、
第
二
版
に
お
い
て
実
際

に
、
カ
ン
ト
が
主
張
す
る
よ
う
に
（B	X

X
X
V
II	ff.

）、「
叙
述
」
だ
け
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(

９)		

超
越
論
的
感
性
論
が
含
ん
で
い
る
の
は
数
学
的
な
も
の
の
存
在
の
教
え
、
し
た
が
っ
て
そ
の
も
の
と
し
て
の
現
象
の
存
在
の
教
え

で
あ
っ
て
、
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
教
え
で
は
な
い
。

(

10)		

カ
ン
ト
の
哲
学
は
、
全
体
と
し
て
は
「
プ
ラ
ト
ン
的
」
な
性
質
を
備
え
て
い
る
が
、「
理
論
的
」
哲
学
と
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
存
在
論
に
近
づ
く
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
エ
イ
ド
ス
〔
形
相
〕
は
、
ア
イ
ス
テ
ー
タ
〔
感
覚
さ
れ
た
も
の
〕
を
現
実

的
に
言
明
す
る
こ
と
に
お
け
る
ト
デ
テ
ィ
〔
こ
の
も
の
〕
の
ウ
ー
シ
ア
〔
本
質
〕
と
し
て
だ
け
規
定
さ
れ
う
る
が
、
カ
ン
ト
に
お

い
て
も
感
性
界
の
存
在
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
経
験
的
な
」
使
用
に
お
い
て
だ
け
規
定
さ
れ
う
る
。

(

11)		

カ
ン
ト
が
（『
純
粋
理
性
批
判
』
Ａ
８
２
と
次
の
ペ
ー
ジ
で
）
指
示
し
て
い
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
Ａ
２
４
１
の
箇
所
が
解
明
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し
て
い
る
の
は
、
定
義
が
不
要
で
あ
っ
て
役
に
立
た
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
定
義
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
と
は

い
え
こ
の
箇
所
が
論
じ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
実
在
的
定
義
で
は
な
く
名
目
的
定
義
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
体
系
に
お
け
る
カ

テ
ゴ
リ
ー
相
互
の
双
方
向
的
な
区
別
に
す
ぎ
な
い
。こ
う
し
た
定
義
の
諸
様
式
に
つ
い
て
は
、r.	V

.	A
	241	A

お
よ
びLogik	

§106

〔
カ
ン
ト
『
論
理
学
』
湯
浅
正
彦
・
井
上
義
彦
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
17
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
九
七
頁
〕
を
参
照
せ
よ
。

(

12)		

コ
ー
エ
ン
の
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』（
一
九
二
二
年
、
第
三
版
）
の
一
九
三
頁
以
下
で
の
、
こ
れ
に
似
た
考
察
を
参
照
せ
よ
。

と
は
い
え
カ
ン
ト
自
身
に
お
い
て
も
（U

	V
.	330

〔『
判
断
力
（
上
）』
一
三
二
頁
〕）、
空
間
の
継
起
的
な
把
捉
（
測
定
）
は
、
前

進
で
あ
り
、
把
捉
さ
れ
た
も
の
を
直
観
的
な
統
一
と
し
て
総
括
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
背
進
は
、
構
想
力
の
前
進
の
う
ち
で
時

間
条
件
を
ふ
た
た
び
廃
棄
し
て
、
同
時
存
在

0

0

0

0

を
直
観
的
に
示
す
」。

(

13)		die	Reflexionen	(bei	Erdm
ann,	Bd.	II),	N

r.	314-316,	318

を
参
照
せ
よ
。「
こ
う
し
た
感
覚
は
、
そ
れ
が
た
ん
に
主
観
の
状

態
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
で
は
、感
情

0

0

と
い
う
。
他
方
で
こ
の
感
覚
が
外
的
対
象
に
向
か
う
の
な
ら
、感
覚
は
現
象

0

0

と
い
う
」（315

）。

「
感
覚
に
お
い
て
は
明
瞭
さ
も
混
乱
も
な
い
、
な
ぜ
な
ら
現
象
に
お
い
て
だ
け
部
分
的
な
感
覚
か
ら
全
体
が
作
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
」（316

）。「
感
官
」
の
う
ち
に
あ
る
の
は
感
覚
、「
直
観
」
の
う
ち
に
あ
る
の
が
現
象
（318

）。	
(

14)		

空
間
と
時
間
を
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
的
な
遍
在
と
永
遠
性
と
見
な
す
思
弁
的
な
解
釈
を
参
照
せ
よ
。
こ
の
解
釈
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
は

機
械
論
的
な
概
念
と
交
代
し
つ
つ
、
人
間
学
的
な
解
釈
の
場
所
を
要
求
し
う
る
。

(

15)		

ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
の
、「
事
実
的
な
実
存
」
の
存
在
と
し
て
の
時
間
性
を
参
照
せ
よ
。
カ
ン
ト
の
意
味
で
は
、
ひ
と

は
も
ち
ろ
ん
時
間
性
を
つ
ね
に
身
体

0

0

（
自
発
性
で
は
な
く
）の
存
在
と
し
て
だ
け
理
解
し
う
る（o.	S.	56	f.

〔「
哲
学
と
道
徳（
二
）」

一
四
六　

七
頁
〕）。
ひ
と
が
（
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
）
こ
う
し
た
発
端
の
帰
結
を
事
象
に
関
し
て
追
い
か
け

る
な
ら
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
有
益
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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(
16)		
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、カ
ン
ト
の
形
而
上
学
の
全
体
が
、パ
ウ
ル
ゼ
ン
や
ア
デ
ィ
ッ
ケ
ス
が
そ
う
見
な
し
た
よ
う
に
、一
種
の
「
私

的
な
形
而
上
学
」
で
は
な
い
こ
と
が
、
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
は
護
教
論
的
な
見
地
に
お
い
て
だ
け
私
的
形

而
上
学
な
の
で
あ
っ
て
、道
徳
的
な
見
地
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。と
い
う
の
も
道
徳
に
お
い
て
は
実
践
的
な
客
観
性
が
あ
っ

て
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
私
的
な
事
柄
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(

17)		

自
然
の
「
根
本
力
」
の
場
合
の
よ
う
に
、こ
こ
で
は
可
能
性
は
洞
察
さ
れ
な
い
し
、任
意
に
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
（pr.	

V
.	V
53

〔『
実
理
』
一
九
〇
頁
〕）。

(

18)		

自
由
は
「
あ
る
概
念
の
空
虚
な
対
象
」、
欠
如
的
な
無
〔nihil	privativum

〕
で
あ
っ
て
、
ひ
と
は
こ
れ
を
そ
の
対
立
物
の
欠
如

と
し
て
だ
け
表
象
し
う
る
（r.	V

.	A
	291	f.

）。




