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第
三
章　

哲
学
の
批
判
的
な
理
念

Ａ　

批
判
一
般
の
課
題

第
二
一
節　

哲
学
の
道
徳
的
な
課
題
と
し
て
の
批
判

　

道
徳
性
の
分
析
は
、
自
律
が
道
徳
の
中
心
概
念
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
自
律
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
な
も
の
一
般
が
い

か
に
「
存
在
す
る
」
か
と
い
う
、
道
徳
的
な
も
の
の
存
在
様
式
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
道
徳
が
あ
ら
ゆ
る
生
の
経
験
を
方
向
づ
け
る

終
極
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
律
の
概
念
は
同
時
に
、
哲
学
の
人
間
学
的

0

0

0

0

お
よ
び
形
而
上
学
的

0

0

0

0

0

な
問
題
を
解
決
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
自
律

の
概
念
は
、
人
間
と
人
間
の
形
而
上
学
が
実
際
に
は
、
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
使
命
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
に
「
存
在
す
る
か
」
を
語
る
。

　

人
間
学
と
実
践
哲
学
は
、
根
源
的
に
は
一
体
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
人
間
学
が
ま
ず
、
つ
ね
に
ア
ポ
リ
ア

0

0

0

0

を
考

慮
し
な
が
ら
、
人
間
の
生
を
説
明
す
る
。
人
間
の
生
は
そ
の
性
格
か
ら
し
て
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
う
ち
に
あ
る
。
続
い
て
実
践
哲
学
が
、

純
粋
な
実
践
理
性
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
、
ア
ポ
リ
ア
の
解
決

0

0

を
展
開
す
る
。
こ
う
し
た
問
題
設
定
の
統
一
を
表
現
す
る
の
は
、
啓0

蒙0

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
啓
蒙
は
人
間
に
特
有
な
課
題
で
あ
っ
て
、
世
間
の
知
識
〔W

eltkenntnis

〕
で
は
失
敗
す
る
こ
の
課
題
の
解

決
へ
と
、
実
践
哲
学
は
展
開
す
る
。
啓
蒙
と
は
―
―
徳
と
し
て
―
―
、
人
間
が
道
徳
的
な
仕
方
で
実
存
し
う
る
唯
一
の
形
式
で
あ
る
し
、

ま
た
同
時
に
、
カ
ン
ト
の
哲
学
が
当
時
の
伝
統
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
示
す
関
心
事
で
も
あ
る
。
カ
ン
ト
が
（
当
時
の
伝
統
の
一
員
で



カ
ン
ト
の
批
判
に
お
け
る
哲
学
と
道
徳
（
五
）

159

あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
員
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）、
哲
学
に
ひ
と
つ
の
革
命

0

0

を
引
き
起
こ
し
た
の
な
ら
、
そ
の
理
由
は
次
の
こ
と
の
う

ち
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
、
教
会
の
独
断
論
的
な
権
威
や
国
家
の
権
威
に
対
抗
し
て
啓
蒙
を
打
ち
出
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
啓0

蒙
自
体
に
お
け
る
独
断
論
的
な
越
権
に
対
抗
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
、
啓
蒙
を
打
ち
出
し
た
か
ら
で
あ
る
（
１
）。

　

広
い
意
味
で
の
啓
蒙
、
近
代
の
全
体
を
包
括
す
る
意
味
で
の
啓
蒙
が
指
し
示
す
の
は
―
―
啓
蒙
が
辿
り
う
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
さ0

ま
ざ
ま
な
途

0

0

0

0

0

よ
り
以
前
に
―
―
自
ら
考
え
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

、
つ
ま
り
理
性
的
に
自
足
し
た
あ
り
方
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
（vgl. o. 

S. 30., 

§7 und S. 51
〔
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
（
一
）
〜
（
四
）」
宮
村
悠
介
訳
、

新
潟
大
学
人
文
学
部
哲
学
・
人
間
学
研
究
会
『
世
界
の
視
点
―
―
知
の
ト
ポ
ス
』N

r.10-13

、
二
〇
一
五
〜
八
年
（
以
下
「
哲
学
と
道

徳
」
と
略
）、（
一
）
一
八
四
頁
、
一
八
七
頁
以
下
、
お
よ
び
（
二
）
一
三
九
頁
〕）。
こ
れ
は
す
で
に
デ
カ
ル
ト

0

0

0

0

の
根
本
的
な
要
求
で

あ
っ
た
。
徳
と
同
様
に
、
啓
蒙
一
般
も
ま
た
、
本
質
か
ら
し
て
対
抗
す
る
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
啓
蒙
と
は
「
人
間
が
自
分
に
責
任
が
あ
る

未
成
年
状
態
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
」
で
あ
る
（IV

 169

〔
カ
ン
ト
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
福
田
喜
一
郎
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
14
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
（
以
下
「
啓
蒙
」
と
略
）、
二
五
頁
〕）（
２
）。「
未
成
年
状
態

0

0

0

0

0

は
、
他
人
の
指
導
な
し
に
は
自
分
の
悟
性
を
用
い
る
能
力
が

な
い
こ
と
で
あ
る
」（ib.

〔
同
頁
〕）。
未
成
年
で
あ
る
こ
と
の
責
任
は
自
分
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
実
際
に
は
悟
性
と
い
う
能
力
が
欠
け

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
悟
性
を
使
用
す
る
と
い
う
働
き

0

0

に
対
す
る
決
意
と
勇
気
が
欠
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「「
あ
え

て
賢
く
あ
れ
！ Sapere aude!

」「
自
分
自
身
の

0

0

0

悟
性
を
用
い
る
勇
気
を
持
て
！
」
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
啓
蒙
の
標
語
で
あ
る
」（ib.

〔
同

頁
〕）。
啓
蒙
を
妨
げ
る
も
の
は
「
怠
惰
と
臆
病
」（ib.

〔
同
頁
〕）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
啓
蒙
の
た
め
に
必
要
な
力
は
、
悟
性
そ

の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
何
よ
り
も
特
徴
的
に
証
し
立
て
る
の
は
、
自
然

0

0

と
の
関
係
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
偏
見
の
う
ち
で

最
大
の
も
の
は
、「
悟
性
が
自
分
自
身
の
本
質
的
法
則
に
よ
っ
て
自
然
の
根
底
に
置
く
諸
規
則
に
自
然
が
服
従
し
な
い
と
表
象
す
る
こ

と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
迷
信

0

0

で
あ
る
。」（U

. 

§40, V
 368

〔
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
（
上
／
下
）』
牧
野
英
二
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
８
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／
９
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
／
二
〇
〇
〇
年
（
以
下
『
判
断
力
』
と
略
）、
上
巻
、
一
八
一
頁
〕）。
啓
蒙
と
は
迷
信
か
ら
の
解
放
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
啓
蒙
は
自
然
を
、
人
間
が
科
学
に
よ
っ
て
我
が
物
と
す
る
が
ま
ま
に
任
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者

は
自
然
自
体
に
対
し
て
直
接
に
問
い
か
け
る
の
で
あ
っ
て
、
古
代
人
の
も
と
へ
回
り
道
を
し
な
が
ら
自
然
を
研
究
す
る
の
で
は
な
い
。

　

ニ
ュ
ー
ト
ン

0

0

0

0

0

の
作
品
に
そ
の
成
果
が
認
め
ら
れ
る
、
啓
蒙
に
基
づ
く
自
然
科
学
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
高
価
な
財
産
で
あ
っ
て
、

こ
の
財
産
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
た
し
か
に
批
判
を
必
要
と
は
し
な
い
。
こ
う
し
た
科
学
の
事
実

0

0

は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

人
間
が
自
分
自
身
の
う
ち
に
見
出
す
悟
性
の
働
き
を
、
つ
ま
り
経
験
を
、
も
っ
と
も
卓
越
し
た
仕
方
で
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
験

科
学
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
（
つ
ま
り
理
論
的
科
学
の
理
念
に
と
っ
て
は
）
神
学
的
－
教
会
的
な
伝
統
が
そ
の
方
向
へ
移
行
し
て

い
く
事
実
で
あ
る
（
３
）。
と
は
い
え
カ
ン
ト

0

0

0

は
そ
れ
で
も
同
時
に
、
ま
さ
に
こ
の
事
実
が
、
啓
蒙
そ
の
も
の
の
進
歩
主
義
的
な
傾
向
に

よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
て

0

0

0

0

0

い
る
こ
と
も
見
て
と
っ
て
い
た
。
啓
蒙
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
も
ま
さ
に
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
人
物

に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
啓
蒙
が
、
そ
の
懐
疑
の
切
っ
先
を
、
科
学
の
確
実
性

0

0

0

に
対
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
科
学
の
原
理
的
な
尊
厳

0

0

に
向
け

る（
科
学
の
個
々
の
教
説
に
向
け
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
）（
４
）。
科
学〔
学
問
〕に
お
い
て
攻
撃
さ
れ
る
の
は
悟
性

0

0

で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー

ム
は
自
発
性
に
基
づ
く
自
己
確
実
性
に
抗
し
て
、
習
慣
と
、「
通
常
の
生
活
」
の
共
同
世
界
的
な
確
実
性
を
導
き
入
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム

に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ア
ナ
ー
キ
ー
で
現
代
的
な
歴
史
主
義
を
、
一
種
の
ロ
マ
ン
主
義
的
で
は
な
い
仕
方
で
先
取
り
す
る
も

の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
歴
史
家

0

0

0

で
あ
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
人
間
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
生
の

0

0

経
験

0

0

に
即
し
て
自
ら
を
方
向
づ
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ヒ
ュ
ー
ム
が
生
の
経
験
へ
と
自
ら
を
制
限
す
る

0

0

0

0

の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、

論
理
的
な
自
己
意
識
の
絶
対
性
が
脅
か
さ
れ
る
。
こ
の
絶
対
性
こ
そ
、
独
断
論
的
な
啓
蒙
の
（「
合
理
主
義
」
の
）
科
学
と
哲
学
が
依

拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
個
人
が
本
質
的
に
モ
ナ
ド
的
な
個
人

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
み
持
つ
自
由
も
脅
か
さ
れ
る
。
カ
ン
ト

0

0

0

が
把
握
し
固
守
し

た
悟
性
が
自
由
で
あ
り
、
自
分
自
身
で
あ
り
続
け
る
の
は
、
そ
の
悟
性
が
、
自
ら
思
考
す
る
―
―
と
は
い
え
つ
ね
に
、
唯
一
の
、
純
粋
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作
用
に
お
い
て
生
き
る
神
の
像
に
従
っ
て
―
―
当
の
個
人
の
悟
性
で
あ
り
続
け
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
唯
一
の
神
の
像
に
従
っ

て
自
足
し
て
い
る
こ
と
は
、そ
の
つ
ど
自
ら
思
考
す
る
、個
々
の
そ
の
つ
ど
の
自
己
の
、理
性
的
に
完
全
に
満
ち
足
り
た
あ
り
方
で
あ
る
。

そ
の
つ
ど
の
私0

だ
け
が
、
啓
蒙
さ
れ
う
る
。
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
根
本
的
に
鋭
く
前
提
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
カ
ン
ト

に
と
っ
て
、
人
間
た
ち
の
合
致
へ
の
問
い
は
、
生
の
経
験
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
え
ず
、
神
に
頼
る
こ
と
で
し
か
解
決
で
き
な
い
ほ
ど
、

難
し
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
点
で
は
、「
合
理
主
義
」
の
根
本
問
題
を
共
有
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
人
間
を
経
験

の
内
部
で
も
モ
ナ
ド
論
的
に

0

0

0

0

0

0

解
釈
す
る
分
だ
け
、
カ
ン
ト
の
啓
蒙
の
概
念
は
形
而
上
学

0

0

0

0

の
問
題
と
結
び
つ
く
。「
経
験
主
義
」
に
お
い

て
啓
蒙
は
ア
ナ
ー
キ
ー
的
に

0

0

0

0

0

0

0

作
用
す
る
。
こ
こ
で
は
啓
蒙
は
形
而
上
学
的
に
思
考
す
る
理
性
の
足
場
を
掘
り
崩
す
の
だ
が
、
と
は
い
え

こ
の
理
性
の
地
平
の
な
か
で
啓
蒙
そ
の
も
の
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
カ
ン
ト
は
、
自
分
の
世
界
と
そ
の
実
存
を
保
証
す
る

信
頼
性
の
こ
う
し
た
歴
史
的
な
限
界
を
見
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
つ
ま
り
カ
ン
ト
が
根
源
的
に
啓
蒙
さ
れ
て

0

0

0

0

0

い
た
が
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
は

懐
疑
主
義
と
対
決
す
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
主
義
的
な
立
場
か
ら
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
で
形
成
さ
れ
た
、「
自
由
思
想
家
の

無
神
論
」
と
唯
物
論
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
形
而
上
学
の
可
能
性
と
い
う
課
題
を
差
し
迫
っ
た
も
の
に
し
た
。
と
は
い
え
こ
の
課
題
の

鍵
が
カ
ン
ト
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
さ
ら
に
根
源
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
一
般

0

0

を
問
い
に
付
す
、
ル
ソ
ー

0

0

0

の
教
説
と
の
関
連
に

お
い
て
で
あ
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
啓
蒙
に
お
い
て
つ
ね
に
、
そ
れ
自
体
の
可
能
性
へ
の
問
い
が
生
き
て
い
る
。
自
分
で
考
え
る
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
思

考
さ
れ
た
も
の
を
自
分
で
考
え
た
も
の
と
し
て
我
が
物

0

0

0

と
す
る
こ
と
と
、真
理
の
最
上
の
試
金
石
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
、

こ
れ
ら
の
可
能
性
を
は
っ
き
り
と
考
慮
し
な
が
ら
、
そ
の
つ
ど
思
考
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
理
性
的
に

0

0

0

0

思
考
す
る
者
と
し
て
、
人
間

自
身
が
自
分
の
認
識
の
価
値
と
無
価
値
の
判
定
者
で
あ
る
。
批
判
が
「
認
識
自
身
の
拡
張
で
は
な
く
、
認
識
の
是
正
だ
け
を
意
図
し
て

お
り
、
ま
た
す
べ
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
価
値
あ
る
い
は
無
価
値
の
試
金
石
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
」（r. V

. A
 12

）
か
ぎ
り
、
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あ
ら
ゆ
る
啓
蒙
は
批
判

0

0

で
あ
る
。「
私
た
ち
の
時
代
は
真
の
意
味
で
批
判
の
時
代
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
が
批
判
に
服
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（r. V

. A
 X

I A
.

）。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、「
す
べ
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な

0

0

0

0

0

0

認
識
」
と
言
う
こ
と
で
、
問
題
を
特
殊
な
仕

方
で
先
鋭
化
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
に
お
い
て
悟
性
は
、
そ
の
争
う
余
地
の
な
い
論
弁
性
の
内
部
に
お
い
て
で

は
な
く
、
悟
性
自
身
の
本
質

0

0

に
お
い
て
、
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
論
弁
的
な
悟
性
が
同
時
に
純
粋
な

0

0

0

悟
性
で
あ
る
こ
と
が
、
は
じ

め
て
啓
蒙
を
決
定
的
に
問
題
的
な
も
の
と
す
る
で
あ
っ
て
、
矛
盾
す
る
命
題
が
発
見
さ
せ
る
経
験
的
な
思
考
の
誤
り
が
そ
う
す
る
の
で

は
な
い
。
経
験
の
導
き
の
糸
に
従
う
か
ぎ
り
、
啓
蒙
は
そ
の
つ
ど
多
か
れ
少
な
か
れ
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
純
粋
な

0

0

0

理

性
の
使
用
に
お
い
て
は
、
根
本
的
に
啓
蒙
の
実
存
が
問
題
と
な
る
。
通
俗
哲
学
者
た
ち
の
よ
う
に
、
形
而
上
学
を
忘
却
に
引
き
渡
そ
う

と
す
る
な
ら
、
ひ
と
は
こ
の
決
定
的
な
問
題
を
見
誤
る
。
ひ
と
が
見
落
と
し
て
い
る
の
は
、
啓
蒙
そ
の
も
の
が
、
し
か
も
所
々
が
で
は

な
く
そ
の
全
体
に
お
い
て
、
賭
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（r. V

., 1. V
orr.

）。
こ
う
し
た
問
題
の
根
源
的
な
把
握
は
、
形
而
上
学

が
自
然
素
質
で
あ
り
、
と
は
い
え
人
間
の
本
性
が
根
本
的
な
衰
退
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
、
洞
察
か
ら
生
じ
る
。

　

こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、啓
蒙
は
批
判

0

0

と
し
て
だ
け
―
―
ま
さ
に
す
べ
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
可
能
性
の
「
超
越
論
的
な
」

探
究
（r. V

. A
 11 f., B 25, A

 56

）
と
い
う
、
意
味
深
い
カ
ン
ト
の
用
語
の
意
味
に
お
い
て
―
―
遂
行
さ
れ
う
る
。
批
判
に
お
い
て

理
性
は
、
そ
の
最
果
て
の
限
界

0

0

へ
と
導
か
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
理
性
は
自
分
自
身
を
自
ら
の
可
能
性
に
お
い
て
見
通
し
う

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
理
性
そ
の
も
の
は
―
―
た
ん
に
人
間
的
な

0

0

0

0

理
性
と
し
て
は
―
―
自
分
の
能
力
の
危
険
な
限
界
に
ま
で
突
進
し

よ
う
と
す
る
傾
向
を
自
分
の
う
ち
に
持
た
な
い
か
ら
、
理
性
が
そ
の
本
性
に
基
づ
く
本
来
的
な
あ
り
方
に
至
る
に
は
、
理
性
は
道
徳
的

0

0

0

な
強
制

0

0

0

を
必
要
と
す
る
。
批
判
に
お
い
て
啓
蒙
は
道
徳
的
な
課
題

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、
つ
ま
り
実
践
的
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
と
し
て
、
認
識
さ

れ
る
。
自
分
自
身
を
裁
く
理
性
が
明
瞭
に
な
る
の
は
、
事
実
的
な
、
神
に
よ
っ
て
使
命
を
与
え
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
の

み
真
に
「
可
能
的
な
」、
自
己
充
足
し
た
あ
り
方
と
し
て
で
あ
る
。
真
の
啓
蒙
と
は
道
徳
的
な
自
己
強
制
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
れ
が
カ
ン
ト
に
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よ
る
啓
蒙
と
い
う
問
題
の
解
決
で
あ
る
。

　

こ
の
解
決
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
れ
と
と
も
に
カ
ン
ト
の
哲
学
の
全
体
を
理
解
す
る
た
め
に
、
見
て
と
る
こ
と
が
必
要
な
の
は
、

哲
学
そ
の
も
の
が
生
に
属
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（o. S. 43; 

§
§11-12

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
二
九
〜
一
三
〇
頁
、お
よ
び
一
四
八
頁
以
降
〕）

で
あ
る
。
哲
学
と
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
人
間
性
か
ら
発
現
す
る
啓
蒙
を
、
学
問
的
な
仕
方
で
は
っ
き
り
と
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

実
際
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
生
に
避
け
が
た
く
与
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
道
徳
的
な
強
制
に
、
哲
学
も
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
哲
学

は
、
そ
れ
が
道
徳
性
を
分
析
す
る
か
ぎ
り
で
、
す
で
に
道
徳
的
に
実
践
的
な
哲
学

0

0

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
経
験
的
な
世
界
認
識
を
道

徳
性
が
は
な
は
だ
し
く
越
え
出
て
い
る
こ
と
が
、
哲
学
を
惑
わ
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
哲
学
は
、
そ
の
本
来
の
道
徳
的
な
実
存
に

お
い
て
、「
自
ら
の
純
正
さ
を
証
明
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（o. S. 66 f.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
五
九
頁
〕）。
哲
学
は
、
哲
学

が
形
而
上
学
を
自
ら
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
そ
の
う
ち
で
動
き
回
っ
て
い
る
、自
然
に
与
え
ら
れ
た「
循
環
」を
隠
す
べ
き
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
自
分
の
啓
蒙
す
る
と
い
う
行
な
い
に
よ
っ
て
、
哲
学
の
実
存
の
唯
一
の
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
循
環
を
道
徳
的
に
真

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

な
る
も
の
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

べ
き
な
の
で
あ
る
。
哲
学
は
、
啓
蒙
へ
の
決
断
が
、
命
令
す
る
法
則
へ
の
疑
い
の
余
地
の
な
い
決
定
で
あ
り
、
ま
た

啓
蒙
へ
の
勇
気
が
、
学
問
に
お
い
て
も
法
則
に
従
う
こ
と
へ
の
勇
気
で
あ
る
こ
と
を
、
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
践
理
性
の

批
判
は
、そ
れ
が
「
我
が
物
顔
に
ふ
る
ま
う
」（pr. V

. V
 17

〔
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
四
〇
頁
〕）
か
ぎ
り
で
の
、
経
験
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

理
性
の
批
判
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
ま
さ
に
こ
の
理
性
の
使
用
が
超
越
的

0

0

0

で
あ
り
、「
自
ら
の
領
域
を
ま
っ
た
く
逸
脱
し
た
要
求
や
命
令
と
な
っ
て
現
れ
、
こ

う
し
た
事
情
は
、思
弁
的
使
用
に
お
け
る
純
粋
理
性
に
つ
い
て
言
い
え
た
こ
と
と
、ま
さ
に
正
反
対
の
関
係
に
あ
る
」（ib.〔
同
頁
〕）（
５
）。

純
粋
な

0

0

0

実
践
理
性
は
と
い
え
ば
、「
い
っ
た
ん
そ
う
し
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
が
証
示
さ
れ
れ
ば
、
も
は
や
批
判
を
必
要
と
し
な
い
。

そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
が
あ
ら
ゆ
る
理
性
使
用
の
批
判
の
た
め
の
基
準
を
含
む
当
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（ib.

〔
同
頁
〕）。
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さ
て
純
粋
な
実
践
理
性
が
可
能
で
あ
る
こ
と

0

0

を
、
そ
の
理
性
そ
の
も
の
が
教
え
て
く
れ
る
。
と
い
う
の
も
人
間
に
は
法
則
が
自
分
か
ら

提
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
純
粋
な
実
践
理
性
が
い
か
に
し
て

0

0

0

0

0

可
能
で
あ
る
か
も
、
同
じ
こ
と
に
基
づ
い
て
―
―
越
権
の
仮
象
に
も
か

か
わ
ら
ず
―
―
も
は
や
批
判
を
必
要
と
し
な
い
。「
と
い
う
の
も
、
理
性
が
純
粋
理
性
と
し
て
現
実
に
実
践
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
自
ら
と
自
ら
の
諸
概
念
と
の
実
在
性
を
行
い
を
通
じ
て
証
明
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
な
れ
ば
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
る
可
能

性
を
否
定
す
る
あ
ら
ゆ
る
理
屈
は
お
の
ず
か
ら
無
意
味
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」（pr. V

. V
 3

〔『
実
理
』
一
二
三
頁
〕）。
こ
う
し
て
道

徳
的
な
理
性
の
「
演
繹
」
の
問
題
は
す
で
に
却
下
さ
れ
て
い
る
（vgl. o. S. 75

〔「
哲
学
と
道
徳
（
三
）」
五
二
頁
〕）。
こ
こ
で
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
実
践
的
使
用
に
お
け
る
純
粋
理
性
が
、
純
粋
な
理
論
的
理
性
と
、
そ
の
能
力
の
点
で
同
一
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
（o. S. 15

〔「
哲
学
と
道
徳
（
一
）」
一
六
五
頁
〕）。
こ
う
し
て
、
実
践
的
な
形
而
上
学
と
と
も
に
、
批
判

0

0

に
よ
っ
て
理
性
が
自

ら
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
の
可
能
性
も
、
原
理
的
に
は
っ
き
り
と
と
も
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
批
判
が
自
己
自
身
を
道

徳
的
に
正
当
化
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
啓
蒙
は
、
根
源
的
に
自
分
自
身
に
お
い
て
、
自
ら
を
啓
蒙
と
し
て
理
解
す
る
。

　

形
式
的
な

0

0

0

0

使
用
に
お
け
る
理
性
は
、自
分
の
遂
行
が
正
当
で
あ
る
こ
と
の
試
金
石
を
、自
分
自
身
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る（o. 

§5

〔「
哲

学
と
道
徳
（
一
）」
一
六
五
〜
一
七
五
頁
〕）。
す
べ
て
の
哲
学
す
る
こ
と
の
こ
の
前
提
は
、つ
ね
に
不
可
侵
で
あ
る
。
同
じ
前
提
は
（
形

式
主
義
に
お
け
る
）
生
の
道
徳
的
な
解
釈
に
お
い
て
も
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
理
性
を
対
象
へ
と
適
用
す
る
の
に
批
判

が
必
要
と
な
る
の
は
、
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
判
定
す
る
自
発
性
は
つ
ね
に
、
そ
れ
が

割
り
当
て
ら
れ
た
所
与
の
も
の
に
適
合
し
な
い

0

0

0

0

0

と
い
う
危
険
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で
あ
る（o. S. 51

〔「
哲
学
と
道
徳（
二
）」一
三
八
頁
〕 

vgl. u. 

§23

〔
本
訳
稿
一
七
七
頁
以
下
〕）。
真
理

0

0

と
は
、カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、全
く
も
っ
て
伝
統
的
に
、「
認
識
と
そ
の
対
象
と
の
合
致
」

と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
（r. V

. A
 58

）。
こ
う
し
た
「
名
称
上
の
説
明
」
は
あ
ま
り
に
も
自
明
な
も
の
な
の
で
、
こ

の
説
明
は
純
粋
理
性
の
批
判
に
お
い
て
も
「
与
え
ら
れ
て
お
り
、
前
提
さ
れ
て
い
る
」（ib.

）。
真
理
の
実
質
的
な
基
準

0

0

0

0

0

0

を
含
む
も
の
で
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、事
柄
の
説
明
と
と
も
に
問
題
は
は
じ
ま
る
。
批
判
は
理
論
的
悟
性
の
規
準

0

0

0

0

0

0

0

0

を
必
要
と
す
る
が
、こ
の
規
準
に
よ
っ

て
、
あ
る
認
識
が
「
内
容
」
を
持
つ
か
ど
う
か
（vgl. o. 

§15, S. 82

〔「
哲
学
と
道
徳
（
三
）」
五
七
頁
以
下
、
六
二
頁
〕）、
し
た
が
っ

て
認
識
が
「
客
観
的
に
妥
当
的
」
で
あ
っ
て
「
客
観
的
実
在
性
」（
＝
客
体
と
対
応
す
る
事
象
内
容
）
を
持
つ
か
ど
う
か
が
、
判
定
さ

れ
う
る
の
で
あ
る
。
純
粋
な
実
践
理
性
は
以
下
の
理
由
の
た
め

0

0

0

0

0

0

0

0

規
準
を
必
要
と
し
な
い

0

0

0

。
と
い
う
の
も
こ
の
理
性
は
、
自
分
自
身
か
ら

「
外
に
出
て
」、
こ
の
理
性
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

も
の
を
理
解
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
命
じ
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と

を
強
制
し
、
ま
た
問
い
の
余
地
な
く
聴
従
し
つ
つ
、
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
教
え
る
か
ら
で
あ
る
。
概
念
と
そ
の
対

象
の
あ
い
だ
の
合
致
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
、な
ぜ
な
ら
こ
の
合
致
は
法
則
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

純
粋
な
実
践
理
性
が
独
断
論
的
に

0

0

0

0

0

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
理
性
は
感
性
的
な
人
間
の
作
用
で
は
な
く
、
自
律
的
な
理
性

存
在
者
の
作
用
を
実
行
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
性
は
そ
の
知
恵
に
お
い
て
真
に
啓
蒙
さ
れ
て
い
る

0

0

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
理

性
は
啓
蒙
を
必
要
と

0

0

0

し
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
理
性
は
あ
ら
ゆ
る
啓
蒙
を
行
な
う
理
性
使
用
の
可
能
性
の
源
泉
で
あ
る
。
こ
の
理
性
は
純0

粋
理
性
の

0

0

0

0

規
準
を
含
む
（r. V

. A
 795 ff.

）。「
私
が
規
準
と
い
う
こ
と
で
意
味
す
る
の
は
、
あ
る
種
の
認
識
能
力
一
般
を
正
し
く
使
用

す
る
た
め
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
原
則
の
総
体
の
こ
と
で
あ
る
」（ib. 796

）。
道
徳
的
な
究
極
目
的
は
規
準
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
準
の
導

き
の
も
と
で
純
粋
で
人
間
的
な
理
性
は
人
間
的
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
純
粋
な
悟
性
と
し
て
、
自
分
の

0

0

0

規
準
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
超
越
論
的
分
析
論
は
、「
真
理
の
論
理
学
」（r. V

. A
62

）
と
し
て
、「
純
粋
悟
性
の
規
準
」

で
あ
る
（ib. A
796

）。
道
徳
的
な
理
性
の
規
準
は
自
分
自
身
を
提
示
し
、
た
だ
そ
れ
を
不
明
確
に
す
る
こ
と
に
抗
す
る
た
め
だ
け
に
、

つ
ね
に
〔
理
性
に
〕
仕
え
る
実
践
的
判
断
力
に
よ
る
防
御
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
経
験
的
自
然
の
存
在
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
悟
性
の

規
準
は
、
そ
の
権
利

0

0

の
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
を
必
要
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
純
粋
悟
性
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
た
し
か
に
批
判
的
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
自
分
自
身
へ
の
観
点
に
お
い
て
、
つ
ま
り
根
源
的
統
覚
へ
の
観
点
に
お
い
て
の
み
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
的
に
－
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事
実
的
な
能
力
と
し
て
、
こ
の
審
級
は
た
し
か
に
経
験
の
内
部
で

0

0

0

0

0

0

な
ら
疑
い
も
な
く
呼
び
出
さ
れ
う
る
が
、
経
験
一
般
が
問
題
と
な
る

場
合
、
つ
ま
り
人
間
一
般
の
世
界
全
体
に
お
け
る
地
位
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
自
然
そ
の

も
の
の
規
準
的
で
純
粋
な
存
在
論
は
、
そ
の
反
省
概
念
の
二
義
性
に
屈
服
す
る
。
こ
の
二
義
性
の
不
明
瞭
さ
か
ら
、
道
徳
的
に
教
化
す

る
純
粋
理
性
だ
け
が
存
在
論
を
救
い
出
し
う
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
基
礎
づ
け
を
与
え
る
「
権
利
問
題
」
は
、
道
徳
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

－0

実
践
的
に

0

0

0

0

可
能
と
な
り
要
求
さ
れ
る
問
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

　

純
粋
な
実
践
的
判
断
力
に
よ
る
認
識
は
、「
実
践
的
見
地
に
お
け
る
」
認
識
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
は
、
自
分
自
身
を
聴
従
へ

と
も
た
ら
す
た
め
に
、
人
間
が
認
識
さ
れ
た
も
の
を
我
が
物
と
す
べ
き
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
「
理
論
的
見
地
に
お
い
て
」
認

識
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
た
ん
に
認
識
す
る
た
め
だ
け
に
、
し
た
が
っ
て
、
と
ど
ま
り
つ
つ
意
の
ま
ま
に
し
つ
つ
現
に
持
つ
こ

と
そ
の
も
の
の
た
め
に
現
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
違
い
は
カ
ン
ト
の
哲
学
に
と
っ
て
中
心
的
な
意
味
を
持
つ
。
認
識
の
所
持

0

0

へ
の

理
論
的
見
地
は
、
私
た
ち
の
能
力
を
規
定
す
る
こ
と
へ
の
観
点
に
お
い
て
、
つ
ね
に
自
ら
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
論
的

な
見
地
が
正
当
な
の
は
、
人
間
が
自
然
の
主
人
と
し
て
「
経
験
と
い
う
豊
か
な
低
地
」
の
う
ち
に
置
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の

こ
と
で
あ
る
。
同
じ
見
地
が
不
当
な
の
は
、
そ
れ
が
「
感
性
界
に
お
け
る
場
所
」
を
離
れ
去
り
、
世
界
を
創
造
者
の
視
点
か
ら
狂
信
的

に
も
純
粋
に
概
念
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
る
。
そ
の
と
き
こ
の
見
地
は
、
ま
さ
に
自
分
自
身
を
ひ
と
つ
の
被
造
物
と
い
う
見
地

か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。そ
れ
だ
か
ら
批
判
を
必
要
と
す
る
の
は
、い
つ
で
も
理
論
的
理
性
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

。よ
り
正
確
に
言
え
ば
、

批
判
を
必
要
と
す
る
の
は
、
自
分
を
実
際
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
（
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
実
践
的
に
の
み
可
能
な
）
作
用
そ
の
も
の
と

し
て
把
握
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
自
身
を
我
が
物
と
す
る
能
力

0

0

の
表
出
と
し
て
概
念
把
握
す
る
、
理
性
の
使
用
で
あ
る
。
理
論
的
な
理

性
の
使
用
は
本
質
的
に
、「
私
は
考
え
る
」
が
あ
ら
ゆ
る
私
の
表
象
に
伴
い
う
る

0

0

と
い
う
、自
己
充
足
し
た
意
識
に
基
づ
く
作
用
で
あ
る
。
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第
二
二
節　

実
践
的
な
啓
蒙
と
哲
学
的
な
批
判
の
徳
と
し
て
の
誠
実
さ

　

批
判
の
課
題
は
以
下
の
場
合
に
本
質
的
に
判
明
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ひ
と
が
、
生
と
は
異
質
な
学
問
的
な
理
解
に
お
い

て
現
れ
出
る
理
論
の
固
有
性
を
、
あ
ら
か
じ
め
日
常
的
な
理
性
使
用
に
お
い
て
明
瞭
に
し
て
お
く
場
合
で
あ
る
。
日
常
的
な
理
性
使
用

は
、
た
し
か
に
技
術
と
い
う
意
味
で
は
実
践
的
で
あ
る
が
、
そ
の
存
在
か
ら
す
れ
ば
理
論
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
実
践
的
な
啓
蒙
の
固
有

の
徳
と
し
て
示
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
哲
学
的
に
－
学
問
的
な
批
判
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
誠
実
さ

0

0

0

で
あ
る
。

　

人
間
が
自
分
自
身
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
自
分
の
表
象

0

0

を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
分
自
身

に
依
拠
し
、
と
ど
ま
り
つ
つ
意
の
ま
ま
に
し
て
現
に
持
つ
能
力
、
つ
ま
り
自
発
性
は
、
ま
た
こ
の
自
発
性
に
よ
っ
て
だ
け
可
能
な
内
的

感
官
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
自
己
意
識
は
、
そ
の
つ
ど
私
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
自
己
意
識
は
自
発

性
の
み
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
作
用
の
そ
の
つ
ど
固
有
な
そ
れ
ぞ
れ
の
遂
行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
、
可
能
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
悟
性
の
モ
ナ
ド
的
な
性
格
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
自
己
意
識
を
、
外
的
に
は
認
識
で
き
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
実
践
的
な

使
用
に
お
い
て
は
外
的
に
強
制
で
き
な
い
私
的
領
域

0

0

0

0

に
す
る
。
私
が
意
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
少
な
く
と
も
た
ん
に
そ
う
し

た
も
の
と
し
て
実
存
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
私
の
「
所
有
物
」

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
象
す
る
こ
と
に
よ
る
「
所
有
」
に
、
最
も
広
義

の
実
践
的

0

0

0

意
味
で
の
自
分
の
所
有
と
自
分
の
要
求
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が
基
づ
い
て
い
る
。
道
徳
法
則
が
要
求
し
て
い
る
の
は
、
法
学

的
に
語
る
な
ら
、
私
が
こ
の
所
有
に
関
す
る
財
産
を
放
棄
し
、
そ
の
所
有
を
私
の
能
力
の
創
造
者
か
ら
い
わ
ば
借
り
受
け
る
こ
と
で
あ

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

る0

。
こ
う
し
た
中
世
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
仕
方
（
６
）
が
、
明
ら
か
に
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
根
底
に
も
な
お
あ
る
。
私
は
私
自
身
を
、
至

上
の
支
配
者
と
し
て
「
処
分
す
る
」
べ
き
で
は
な
い
。「
人
間
は
自
分
自
身
の
所
有
物
で
は
な
い
」（E. V

. 207

〔
パ
ウ
ル
・
メ
ン
ツ
ァ
ー
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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
）、
二
一
一
頁
〕）。

そ
う
で
は
あ
る
が
、
人
間
は
物
件
と
し
て
で
は
な
く
、
人
格
と
し
て
神
の
「
所
有
物
」
な
の
で
あ
る
。
所
有
の
概
念
は
、
道
徳
的
な
意

義
が
あ
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
聴
従
の
概
念
に
、
自
律
の
概
念
に
な
る
（
７
）。
論
理
的
お
よ
び
経
験
的
な
自
己
意
識
に
お
い
て

見
出
さ
れ
る
、
表
象
の
根
本
的
な
所
有
に
関
し
て
、
人
間
の
自
律
と
は
、
ひ
そ
か
で
、
私
的
な

0

0

0

0

0

0

0

目
的
と
し
て
の
自
己
の
目
的
を
断
念
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
格
率
を
公
開
す
る
の
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
、
表
象
す
る

0

0

0

0

能
力
に
よ
っ
て
道
徳
的
な
聴
従
を
遂
行
す
る
こ
と

で
あ
る
。
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
場
合
で
も
、
こ
う
し
た
特
徴
が
真
に
存
在
し
て
い
る
。
共
に
存
在
し
て
い
る
人
間
に
対
し
て
で

は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
神
に
対
し
て
は
、
人
間
は
私
的
な
閉
ざ
さ
れ
た
あ
り
方

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
外
に
出
る
こ
と
に
な
る
。「
私
的
な
感
覚
」

を
「
共
通
感
覚
」
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
（A

nthr. V
III 224

〔
カ
ン
ト
『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』
渋
谷
治
美
訳
、『
カ
ン
ト

全
集
15
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
（
以
下
『
人
間
学
』
と
略
）
三
二
五
頁
〕）
は
、
総
じ
て
善
い
こ
と
で
あ
る
。「
野
生
の
」
個
人
が

法
的
状
態
に
入
る
こ
と
が
、
こ
の
従
属
の
範
型
で
あ
る
。
公
共
性
が
道
徳
的
な
意
義
を
持
つ
の
は
ま
さ
に
、
人
間
が
他
者
に
と
っ
て
可0

視
的
な

0

0

0

者
と
し
て
、
他
者
に
よ
っ
て
意
の
ま
ま
に
な
り
う
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

者
と
な
る
よ
う
に
、
公
共
性
が
導
く
か
ら
で
あ
る
。
公
共
性
と
は
、
自

分
自
身
に
対
す
る
無
制
限
の
支
配
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
る
。
自
己
愛
は
、
隠
れ
る
こ
と
に
お
い
て
だ
け
可
能
で
あ
る
。「
誰
で
も
、
道

徳
法
則
と
は
公
に
示
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
見
な
し
、
格
率
と
は
、
隠
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
見
な
す
…
…
」（E. V

. 52

〔『
倫
理
学
講
義
』
五
五
頁
〕）。
そ
れ
ゆ
え
に
道
徳
的
な
聴
従
が
ま
ず
悪
い
格
率
を
公
共
的
な
規
則
〔
た
り
う
る
か
〕
と
考
え
る
こ
と
に

お
い
て
成
り
立
つ
よ
う
に
、
悪
い
格
率
の
企
て
は
、
公
共
性
か
ら
身
を
隠
す
こ
と

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
成
り
立
つ
。
道
徳
性
が
人
間
の
本
来
的
な

存
在
様
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
の
な
ら
、
ま
た
人
間
が
道
徳
法
則
と
の
関
係
に
お
い
て
自
分
自
身
以
外
の
も
の
を
失
う
こ
と

が
あ
り
え
な
い
の
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
「
私
的
な
」
企
て
は
自
律
を
忘
却
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
の
み
成
り
立
ち
う
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た

そ
の
時
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
則
た
り
え
な
い
格
率
は
、
法
則
の
例
外

0

0

と
見
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。「
も
し
私
た
ち
が
義
務
に
違
反
す
る
た
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び
に
自
分
自
身
を
注
意
深
く
振
り
返
る
な
ら
、
本
当
は
自
分
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
べ
き
こ
と
を
意
欲
し
て
い
な
い
の
に
気
づ

く
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
は
私
た
ち
に
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
格
率
と
は
逆
の
も
の
が
、
普
遍
的
に
法
則
で
あ

り
続
け
て
ほ
し
い
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
は
自
分
の
た
め
に
（
あ
る
い
は
今
度
だ
け
は
と
）
自
由
気
ま
ま
に
法
則
に
例0

外0

を
設
け
て
、
自
分
の
傾
向
性
に
有
利
な
よ
う
に
す
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
」（Grdl. IV
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〔
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
）、
五
八
頁
〕）。
格
率
が
道
徳
的
な

判
定
に
お
い
て
示
す
矛
盾
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
存
在
し
な
い
が
、「
そ
こ
に
存
在
す
る
の
は
理
性
の
指
令
に
対
す
る
傾
向
性
の
抵
抗

（antagonism
us

）で
あ
っ
て
、そ
う
し
た
抵
抗
に
よ
っ
て
原
理
の
普
遍
性（universalitas

）は
、た
ん
な
る
共
通
妥
当
性（generalitas

）

へ
と
変
形
さ
せ
ら
れ
る
の
で
、
実
践
的
な
理
性
原
理
が
格
率
と
中
途
半
端
に
折
り
合
う
は
め
に
な
る
」（Grdl. 282

〔『
基
礎
づ
け
』

五
九
頁
〕）。
非
道
徳
的
な
も
の
は
、
自
分
勝
手
な
仕
方
で
自
分
に
－
ひ
と
つ
の
－
自
由
を
－
取
っ
て
お
く
こ
と
と
し
て
現
れ
、
こ
の
自

由
の
確
保
は
さ
し
あ
た
り
例
外
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
こ
の
例
外
は
と
い
え
ば
、
公
共
性
か
ら
身
を
隠
す
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
こ
の

身
を
隠
す
こ
と
は
、
自
発
性
の
事
柄
で
あ
り
、
自
分
自
身
を
我
が
物
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ト
ア
派
は
善
に
対
す
る
敵
を
感
性
に
求

め
た
。「
し
か
し
あ
の
け
な
げ
な
男
た
ち
も
敵
を
見
誤
っ
た
。
敵
を
自
然
的
で
無
規
律
な
、
し
か
し
何
人
の
隠
れ
な
い
意
識
に
も
公
然

と
現
れ
て
く
る
傾
向
性
の
う
ち
に
探
し
て
は
な
ら
ず
、む
し
ろ
そ
れ
は
、い
わ
ば
目
に
見
え
な
い
敵
、理
性
の
背
後
に
潜
む
敵
で
あ
っ
て
、

そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
う
危
険
な
の
で
あ
る
。
不
注
意
で
傾
向
性
に
欺
か
れ
る
愚
か
さ

0

0

0

に
対
処
す
る
知
恵

0

0

を
彼
ら
は
喚
起
し
た
も
の
の
、

し
か
し
魂
を
腐
敗
さ
せ
る
よ
う
な
原
則
に
よ
り
密
か
に
心
術
を
損
な
う
悪
意

0

0

（
人
間
の
心
情
の
そ
れ
）
に
対
し
て
知
恵
を
召
還
し
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」（Rel. V

I 197

〔
カ
ン
ト
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
北
岡
武
司
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
10
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（
以
下
『
宗
教
論
』
と
略
）、
七
五
〜
六
頁
〕）。
こ
う
し
た
隠
す
と
い
う
固
有
の
あ
り
方
と
と
も
に
、
宗
教
論
で

主
題
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
徳
の
問
題
系
全
体
が
全
面
に
出
る
。
人
間
学
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
文
明
化
の
欺
瞞
に
お
い
て
は
、
野
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蛮
さ
が
法
と
人
間
性
の
背
後
に
隠
れ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
れ
と
類
比
的
に
、
道
徳
性
に
お
い
て
固
有
の
悪
は
、
法
則
に
服
従
し
て
い

る
よ
う
に
見
せ
か
け
る
こ
と
、
つ
ま
り
合
法
性
で
あ
る
（o. S. 64

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
五
六
頁
〕）。
と
こ
ろ
で
合
法
性
は
何

よ
り
も
、
見
せ
か
け
の
公
開
性

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
成
り
立
つ
。
こ
の
嘘
は
根
源
的
な
悪0

で
あ
る
（u. 

§29

）。
―
―
逆
に
自
分
を
－
見
さ
－
せ

る
こ
と
は
、
道
徳
性
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
る
。
私
が
自
分
を
つ
ね
に
、
倫
理
的
国
家
の
他
の
成
員
に
見
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
首
長
に
よ
っ
て
は
つ
ね
に
見
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
う
る
。
こ
の
首
長
の
概
念
に
は
、
全
知
の

「
心
を
知
る
も
の
」（
＝
心
の
学
者
。
こ
う
し
た
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
は
、Rel. V

I 180 A

〔『
宗
教
論
』
五
四
頁
〕
の
「
自
然
の
学
者
」

を
参
照
せ
よ
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
本
質
的
に
属
す
る
。
神
の
力
は
、
目
的
の
王
国
の
構
成
員
た
ち
に
対
し
て
は
、
ま
ず
何

よ
り
そ
の
全
知

0

0

で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
誠
実
さ

0

0

0

へ
の
義
務
が
、
際
立
っ
た
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
誠
実
さ
は
自
己
自
身
に
対
す

る
義
務
で
あ
り
、
す
で
に
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
、
他
者
に
対
す
る
義
務
に
あ
る
種
の
仕
方
で
優
先
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
う
し
た

0

0

0

0

義

務
（
そ
し
て
と
り
わ
け
厳
格
で
も
あ
る
義
務
）
の
違
犯
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
義
務
の
遂
行
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
（
８
）。
あ
ら
ゆ
る
義
務

が
自
律
に
基
づ
い
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
自
分
自
身
の
人
格
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
聴
従
の
最
も
手
近
な

0

0

0

0

0

働
き
で
あ
る
。「
自
分
自
身

に
対
す
る
義
務
を
踏
み
越
え
る
も
の
は
、
人
間
性
を
放
棄
し
、
も
は
や
他
人
に
対
す
る
義
務
を
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（E. V

. 
147

〔『
倫
理
学
講
義
』
一
五
二
頁
〕）。
と
り
わ
け
こ
の
こ
と
は
嘘
に
当
て
は
ま
る
、
な
ぜ
な
ら
嘘
は
道
徳
的

0

0

0

存
在
者
と
し
て
の
自
己

自
身
に
対
す
る
義
務
の
初
歩
的
な
違
犯
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
た
ん
に
道
徳
的
存
在
者
と
見
ら
れ
た
自
己
自
身
（
自
己
の
人
格
に
お

け
る
人
間
性
）
に
対
す
る
人
間
の
義
務
の
最
大
の
毀
損
は
、
誠
実
さ
へ
の
敵
対
、
つ
ま
り
虚
言

0

0

（aliud lingua prom
ptum

, aliud 
pectore inclusum

 

口
に
す
る
こ
と
と
胸
の
う
ち
な
る
こ
と
が
異
な
る
）」で
あ
る（M

. d. S. V
II 240 〔

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
』
と
略
）、
三
〇
二
頁
〕）。
意
図
的
に
欺
瞞
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を
口
に
す
る
こ
と
は
「
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
と
い
う
人
間
の
能
力
の
自
然
的
合
目
的
性
と
は
正
反
対
の
目
的
を
も
っ
て
い
て
、
し
た

が
っ
て
そ
の
人
格
性
を
破
棄
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
ひ
と
は
欺
瞞
的
に
人
間
の
姿
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
人
間
そ
の
も
の
で
は
な
い
」

（ib. V
II 241

〔『
人
倫
』
三
〇
三
頁
〕）。
嘘
は
そ
の
か
ぎ
り
で
は
道
徳
的
な
自
殺

0

0

0

0

0

0

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
そ
の
嘘
が
外
的

な
も
の
（
他
者
に
対
す
る
も
の
）
で
あ
ろ
う
が
、
内
的
な
も
の
（
自
分
の
動
機
を
自
分
に
－
白
状
－
し
な
い
と
い
う
不
正
直
さ
、
良
心

の
欠
落
）
で
あ
ろ
う
が
、変
わ
り
は
な
い
（ib. 241f.

〔『
人
倫
』
三
〇
四
頁
〕）。「
自
分
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
義
務
の
第
一
の
命
令

0

0

0

0

0

」
は
、

「
君
自
身
を
知
れ
（
探
究
、
究
明
せ
よ
）」
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
道
徳
的
な
関
連
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
衷
心
の
き
わ
め

て
究
明
し
が
た
い
深
層
な
い
し
深
淵
へ
と
突
き
進
も
う
と
す
る
道
徳
的
自
己
認
識
は
、あ
ら
ゆ
る
人
間
的
知
恵
の
始
ま
り
で
あ
る
」（M

. 
d. S. V

II 253

〔『
人
倫
』
三
一
九
〜
二
〇
頁
〕; E. V

. 156 f.

〔『
倫
理
学
講
義
』
一
六
一
〜
二
頁
〕）。「
自
己
の
吟
味
」
は
「
必
ず
し

も
永
続
は
し
え
な
い
特
殊
な
働
き
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
私
た
ち
は
不
断
に
私
た
ち
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
私

た
ち
の
行
為
に
関
し
て
あ
る
種
の
注
意
深
さ
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
道
徳
的
注
意
で
あ
る
」（E. V

. 157

〔『
倫
理
学
講
義
』
一
六
二

頁
〕）。「
法
則
と
比
較
し
て
私
た
ち
自
身
を
判
定
す
る
さ
い
の
公
平
性
、
お
よ
び
自
分
の
内
的
な
道
徳
的
価
値
や
無
価
値
を
自
ら
告
白

す
る
さ
い
の
率
直
は
、
先
に
見
た
自
己
認
識
の
第
一
の
命
令
か
ら
直
接
に
出
て
く
る
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
な
の
で
あ
る
」（M

. 
d. S. V

II 254

〔『
人
倫
』
三
二
〇
頁
〕）。
自
己
認
識
は
あ
ら
ゆ
る
義
務
の
遂
行
の
根
底
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

自
己
認
識
は
表
象
能
力
に
お
け
る
悪
の
基
盤
、
つ
ま
り
虚
偽
を
、
取
り
除
く
か
ら
で
あ
る
。「
語
る
こ
と
の
す
べ
て
が
率
直
に
語
ら
れ

て
い
る
」
と
い
う
率
直
さ
は
、
少
な
く
と
も
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
「（
知
っ
て
い
る
真
理
を
す
べ
て

0

0

0

語
る
と
い
う
）

正
直
さ
が
人
間
の
本
性
に
は
見
出
せ
な
い
」
と
し
て
も
（Rel. V

I 341 A
〔『
宗
教
論
』
二
五
六
頁
〕）。

　

哲
学
す
る
理
性
は
、
人
間
的
な

0

0

0

0

理
性
と
し
て
、
人
間
と
い
う
種
の
性
格
を
分
か
ち
持
っ
て
い
る
。
理
性
の
使
用
は
、
そ
の
も
の
と
し

て
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
人
間
の
能
力
の
使
用
と
同
様
に
、
道
徳
の
関
心
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
分
の
精
神
と
た
ま
し
い
の
力
を
開
化
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す
る
こ
と
が
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
よ
う
に
（M

. d. S. V
II 257ff.

〔『
人
倫
』
三
二
五
頁
以
下
〕）、
哲
学
と
学
問
を
推
進

す
る
こ
と
は
客
観
的
な
目
的
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
と
学
問
の
た
め
の
素
質
を
誤
用
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
誤
り
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
―
―
学
問
の
限
界
内

0

0

0

で
は
そ
の
よ
う
に
も
表
象
さ
れ
よ
う
が
―
―
或
る
悪
い
も
の

0

0

0

0

で
す
ら
あ
り
、
悪
質
で
あ
る
こ
と
の
普
遍

的
で
人
間
的
な
源
泉
、つ
ま
り
虚
偽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』の「
方
法
論
」で
は
こ
の
こ
と
が
カ
ン
ト
に
よ
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
明
示
的
に
示
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（r. V
. A

 747 ff.

）。「
人
間
の
自
然
本
性
の
う
ち
に
は
あ
る
種
の
不
純
さ
が
あ
り
、
結
局
は
こ
れ
も
、
自

然
に
由
来
す
る
す
べ
て
の
も
の
と
同
様
に
、
善
な
る
諸
目
的
の
た
め
の
素
質
を
含
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
こ
の
不
純
さ
は
、
人

間
の
真
の
心
術
を
隠
蔽
し
て
、
善
で
あ
り
賞
賛
す
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
あ
る
種
の
装
わ
れ
た
心
術
を
見
せ
び
ら
か
す
と
い
う

傾
向
の
こ
と
で
あ
る
」。「
ま
さ
に
こ
の
不
純
さ
、
偽
装
、
偽
善
が
、
思
弁
的
な
思
考
様
式
の
表
出
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
は
遺
憾

な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
思
弁
的
な
思
考
様
式
に
お
い
て
人
間
は
、
自
分
の
思
想
の
告
白
を
さ
ら
け
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
妨

げ
を
は
る
か
に
少
な
く
し
か
持
っ
て
お
ら
ず
、
利
益
を
受
け
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
な
い
」。「
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
た
ん
に
私
的
な
虚

栄
心
が
ひ
そ
か
に
策
略
を
め
ぐ
ら
す
だ
け
で
あ
る
か
ぎ
り
は
（
こ
れ
は
、
い
か
な
る
特
殊
な
関
心
も
持
た
ず
、
容
易
に
は
確
然
的
に
確

実
と
は
な
り
え
な
い
思
弁
的
判
断
に
お
い
て
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
）、
や
は
り
他
の
人
々
も
公
的
な
認
可
を
得
て

0

0

0

0

0

0

0

0

対
抗
す
る

が
、
事
態
は
結
局
、
な
ん
ら
私
心
の
な
い
心
術
と
率
直
さ
が
、
し
か
も
は
る
か
に
早
く
、
帰
着
し
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
」。

こ
こ
に
容
易
く
認
め
ら
れ
る
の
は
、
我
利
に
対
抗
し
ゆ
っ
く
り
と
進
ん
で
い
く
人
間
本
性
の
社
交
的
な
衝
動
で
あ
り
、
ま
た
私
的
な
傾

向
の
法
的
で
相
互
的
な
制
限
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
も
道
徳
だ
け
が
、
こ
う
し
た
衝
動
の
相
互
的
な
関
係
に
光
を
も
た
ら
し
う
る

し
、
共
通
の
善
の
た
め
の
決
定
へ
と
導
き
う
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
前
批
判
的
な
哲
学
の
こ
こ
ろ
み
に
対
す
る
批
判
の
立
場
と
方
向
づ

け
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
明
白
で
あ
る
。
理
性
使
用
の
道
徳
的
な
規
準
だ
け
が
、
思
弁
的
な
思
考
に
お
い
て
不
純
さ
を
誤
謬
と
非

本
来
性
の
源
泉
と
し
て
発
見
し
う
る
。
カ
ン
ト
は
（『
純
粋
理
性
批
判
』
の
結
び
に
お
い
て
）、
批
判
的
な
途
が
「
こ
の
世
紀
〔
十
八
世



カ
ン
ト
の
批
判
に
お
け
る
哲
学
と
道
徳
（
五
）

173

紀
〕
が
ま
だ
過
ぎ
去
ら
な
い
う
ち
に
」
人
間
の
理
性
の
知
識
欲
を
完
全
に
満
足
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
希
望
を
表
明
す
る
。
こ
う
し

た
表
明
が
な
さ
れ
る
の
は
、
正
直
に
哲
学
す
る
こ
と
の
可
能
性
の
観
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
正
直
に
哲
学
す
る
こ
と
は
、
理
性
の
ま
や

か
し
が
見
抜
か
れ
、
道
徳
法
則
が
そ
の
純
粋
さ
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
（vgl. a. Grdl. IV

 268 u.A
.

〔『
基
礎
づ
け
』
三
八
〜
九
頁
〕）

な
ら
ば
、
や
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。「
君
は
（
き
わ
め
て
善
意
の
意
図
に
お
い
て
で
あ
れ
）
嘘
を
つ
く
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
命
令

は
、
こ
れ
が
知
恵
の
教
え
と
し
て
の
哲
学
の
な
か
に
原
則
と
し
て
き
わ
め
て
深
く
取
り
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
命
令
ひ
と
つ
で
哲

学
に
お
け
る
永
遠
平
和
を
実
現
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
将
来
に
わ
た
っ
て
永
遠
平
和
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」

（N
ah. A

bschl. V
I 513

〔
カ
ン
ト
「
哲
学
に
お
け
る
永
遠
平
和
条
約
の
締
結
が
間
近
い
こ
と
の
告
示
」
遠
山
義
孝
訳
、『
カ
ン
ト
全
集

13
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
〇
頁
〕）。
研
究
者
に
は
以
下
の
格
率
が
当
て
は
ま
る
、
つ
ま
り
「
い
か
な
る
学
問
的
研
究
に
お

い
て
も
、
で
き
る
だ
け
厳
密
か
つ
公
正
に
、
泰
然
と
歩
み
を
進
め
、
自
分
の
領
域
の
外
か
ら
向
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
い
か
な
る
反

論
に
も
目
を
く
れ
な
い
で
、
ひ
と
り
自
分
を
頼
り
と
し
て
、
で
き
る
だ
け
誠
実
に
、
ま
た
完
全
に
探
究
の
歩
み
を
貫
く
べ
き
で
あ
る
」

（pr. V
. V

 116

〔『
実
理
』
二
七
七
頁
〕）。「
著
述
家
た
ち
は
、
も
し
も
っ
と
い
く
ら
か
公
正
に
仕
事
に
向
か
う
こ
と
さ
え
決
心
で
き
た

と
す
れ
ば
、
多
く
の
誤
り
や
徒
労
（
こ
れ
は
迷
妄
に
も
と
づ
い
て
い
た
の
だ
か
ら
）
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
」（pr. V

. 
ib.

〔『
実
理
』
二
七
七
〜
八
頁
〕）。
戦
争
状
態
に
代
わ
る
べ
き
審
理

0

0

と
い
う
象
徴
は
（r. V

. A
 X

I f.: A
 751 ; 703 f. u. ö.

）、
ま
た
理

性
の
「
警
察
」
と
し
て
の
批
判
の
像
も
ま
た
（r. V

. B X
X

V
 ; Prol. IV

 105

〔
カ
ン
ト
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
久
呉
高
之
訳
、『
カ

ン
ト
全
集
６
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
（
以
下
『
プ
ロ
レ
』
と
略
）、
三
二
五
頁
〕）、
恣
意
的
に
選
び
出
さ
れ
た
も
の
で
も
、
た
ん

に
カ
ン
ト
の
人
格
性
を
特
徴
づ
け
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
の
哲
学
の
事
象
に
関
す
る
地
平
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で

す
ら
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
そ
れ
が
道
徳
的
に
公
明
で
あ
り
非
党
派
的
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
、
カ
ン
ト
の
他
の
思
想
家
へ
の
協
働
の

呼
び
か
け
に
も
当
て
は
ま
る
（r. V

. 1. U
. 2. V

orw
. Schl. ; Prol. Einl. u. ö.

〔『
プ
ロ
レ
』
二
〇
一
頁
以
下
〕）。
批
判
の
課
題
を
法
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学
的
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
何
よ
り
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
は
、
道
徳
が
た
ん
に
世
界
像
の
補
完
物
と
し
て
理
論
哲
学
に
属
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
哲
学
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
対
し
て
構
成
的
に
方
向
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
批
判
と
は
、
も
っ

と
も
明
白
に
特
徴
づ
け
る
な
ら
、
哲
学
的
な
自
律

0

0

0

0

0

0

の
こ
と
で
あ
る
。

　

純
粋
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
ア
ポ
リ
ア
を
率
直
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
強
要
す
る
、
道
徳
的
な
規
準
な
し
で
は
、
哲
学
は
独
断
論

0

0

0

と
懐0

疑
主
義

0

0

0

と
の
不
毛
な
対
立
の
な
か
を
動
き
回
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
独
断
論
者
た
ち
は
、
哲
学
に
お
け
る
専
制
君
主

0

0

0

0

（r. V
. A

 IX
 

ff.

）
で
あ
る
。
独
断
論
者
た
ち
が
み
な
依
拠
す
る
の
は
自
分
自
身
の
理
性
の
自
足
性
で
あ
る
。「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
立
法
は
古
代

の
野
蛮
の
面
影
を
な
お
と
ど
め
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
立
法
は
何
度
か
の
内
乱
を
通
じ
て
次
第
に
完
全
な
ア
ナ
ー
キ
ー

0

0

0

0

0

へ
と
転
落
し
、

土
地
の
あ
ら
ゆ
る
永
続
的
な
開
墾
を
嫌
う
一
種
の
遊
牧
民
に
ほ
か
な
ら
な
い
懐
疑
主
義
者
た
ち

0

0

0

0

0

0

0

が
、
と
き
ど
き
市
民
的
結
合
を
分
裂
さ

せ
た
」（ib.

）。「
学
問
に
お
け
る
混
沌
と
闇
夜
の
母
」
で
あ
る
「
無
関
心
」（ib.

）
が
、
こ
う
し
た
戦
争
状
態
を
回
避
で
き
る
と
い
う
の

は
見
せ
か
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。こ
の
無
関
心
が
真
に
向
か
う
べ
き
は
、明
ら
か
に
、批
判
と
い
う
法
廷

0

0

を
打
ち
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
法
廷
は
理
性
に
対
し
て
「
そ
の
要
求
が
正
し
い
場
合
に
は
理
性
を
護
り
、
こ
れ
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
根
拠
の
な
い
越
権
を
、
強
権

の
命
令
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
理
性
の
永
遠
不
変
の
諸
法
則
に
よ
っ
て
拒
む
こ
と
が
で
き
る
」（r. V

. A
 X

I f.

）。
道
徳
的
な
性
格
だ

0

0

0

0

0

0

0

け
が
、
理
性
使
用
に
お
け
る
驕
り
と
絶
望
の
あ
い
だ
で
の
動
揺
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
が
で
き
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

。

　

批
判
の
問
題
設
定
の
こ
う
し
た
理
解
は
、
ベ
ン
ノ
ー
・
エ
ル
ト
マ
ン

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
超
越
論
的
観
念
論
の
生
成
を
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
問
題

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
叙
述

し
た
根
本
的
な
洞
察
と
合
致
し
て
い
る
（
９
）。
カ
ン
ト
は
す
で
に
六
〇
年
代
に
、
思
弁
的
な
主
張
を
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
吟
味
す
る

「
懐
疑
的
方
法
」
を
獲
得
し
て
い
た
。
こ
の
「
懐
疑
的
方
法
」
は
、
一
方
で
は
独
断
論
者
た
ち
の
希
望
の
な
い
争
い
の
、
他
方
で
は
「
独

断
論
的
な
懐
疑
主
義
者
」
の
希
望
の
な
い
否
定
性
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
察
か
ら
生
じ
た
。
だ
と
す
れ
ば
こ
う
し
た
認
識
が
許
容
し
ま
た

要
求
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
根
本
の
洞
察
の
源
泉
を
、
独
断
論
的
お
よ
び
懐
疑
主
義
的
な
哲
学
の
不
可
能
性
に
さ
ら
に
問
い
求
め
る
こ
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と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
途
は
懐
疑
的
方
法
の
本
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る（
10
）。
こ
の
方
法
が
そ
こ
か
ら
ま
ず
出
発
す
る
現
象
は
、

形
而
上
学
者
た
ち
の
「
独
断
論
的
な
傲
慢
さ
」（Refl. II, S. X

X
IX

）
で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
者
た
ち
は
「
反
対
す
る
根
拠
に
耳
を
傾

け
た
り
正
当
性
を
認
め
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
あ
る
種
の
主
張
に
固
執
し
て
い
る
」（ib.

）。
懐
疑
的
方
法
は
正
反
対
の
や
り
方
に
存
す

る
。
傲
慢
さ
に
至
る
自
分
の
虚
栄
心
に
も
関
わ
ら
ず
、
相
争
う
、
そ
れ
も
自
分
と
相
争
う
敵
対
者
の
立
場
に
身
を
置
く
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、「
両
方
の
側
で
誠
実
に
考
え
ら
れ
（
！
）、
悟
性
で
行
わ
れ
る
そ
の
よ
う
な
論
争
に
お
い
て
、
誤
解
に
基
づ
く
点
を
発
見
す
る
」

た
め
に
行
わ
れ
、
ま
た
「
賢
明
な
立
法
者
が
す
る
よ
う
に
、
訴
訟
の
さ
い
に
裁
判
官
た
ち
が
お
ち
い
る
困
惑
の
う
ち
か
ら
、
彼
ら
の
法

律
に
お
い
て
見
ら
れ
る
欠
陥
と
精
確
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
の
教
訓
を
、
自
分
自
身
の
た
め
に
引
き
出
す
」
た
め
に
行

な
わ
れ
る
（r. V

. A
 424

）。
懐
疑
的
方
法
は
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
に
拡
張
さ
れ
た
思
考
様
式
の
格
率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
存
す
る
。
こ
の
格
率
が
対
立
す

る
の
は
「
偏
狭
さ
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
才
能
や
能
力
の
偏
狭
さ
で
は
な
く
、
自
分
の
も
の
と
し
て
の
立
場
一
般
の
偏
狭
さ
の
こ
と
で

あ
る
（U

 V
 369

〔『
判
断
力
』
上
巻
一
八
二
頁
〕）。
人
間
が
拡
張
さ
れ
た
思
考
様
式
を
備
え
て
い
る
の
は
、「
他
の
多
く
の
人
々
が
そ

の
中
に
い
わ
ば
括
弧
づ
け
ら
れ
て
い
る
判
断
の
主
観
的
な
個
人
的
諸
条
件
を
乗
り
こ
え
る
こ
と
が
で
き
、
普
遍
的
な

0

0

0

0

立
場
（
彼
は
、
他

の
人
々
の
立
場
と
自
分
を
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
こ
の
立
場
を
規
定
で
き
る
）
か
ら
、
自
分
自
身
の
判
断
を
反
省
す
る
」
場

合
の
こ
と
で
あ
る
（ib.

〔
同
頁
〕; 

ま
たU

. V
 367 f.

〔『
判
断
力
』
上
巻
一
七
九
頁
以
下
〕
と
、
よ
り
立
ち
入
っ
た
、
道
徳
的
な
要
素

を
際
立
た
せ
て
い
る
、『
視
霊
者
の
夢
』
の
記
述
、II 364 f.
〔
カ
ン
ト
『
視
霊
者
の
夢
』
植
村
恒
一
郎
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
３
』
岩
波

書
店
、二
〇
〇
一
年
、二
七
六
頁
以
下
〕
も
参
照
の
こ
と
）。
こ
う
し
た
自
分
の
判
断
に
対
す
る
、人
間
的
で
控
え
め
な

0

0

0

0

反
省
の
様
式
が
、

自
律
的
に
自
分
を
裁
く

0

0

「
超
越
論
的
反
省
」（r. V

. A
 260 ff.

）
の
自
然
的
な
根
で
あ
る
。
こ
の
反
省
は
根
元
的
に
、
私
た
ち
の
認
識

能
力
の
源
泉
と
範
囲
と
限
界
へ
と
伸
び
る
。
懐
疑
的
な
、
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
発
見
す
る
方
法
と
、
超
越
論
的
な
反
省
は
、
そ
の

根
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。
両
者
は
「
多
元
主
義
的
な
」（A

nthr. V
III 14

〔『
人
間
学
』
二
八
頁
〕）、
不
純
さ
を
克
服
す
る
思
考
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様
式
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
思
考
様
式
は
と
い
え
ば
道
徳
の
道
徳
性
の
観
点
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
己
愛

の
先
入
見
か
ら
自
由
に
自
分
で
考
え
る
こ
と
は
、真
に
一
貫
し
た

0

0

0

0

思
考
様
式
と
な
る
の
で
あ
り
、こ
の
思
考
様
式
は
、『
実
践
理
性
批
判
』

で
の
主
張
に
よ
れ
ば
（V

 7

〔『
実
理
』
一
二
八
頁
〕）、
批
判
の
「
最
大
の
長
所
」
を
な
す
の
で
あ
る
。

　

歴
史
的
に
以
下
の
こ
と
を
確
証
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
懐
疑
的
方
法
の
形
成
は
、
思
弁
的
形
而
上
学
と
狂
信
に
対
す
る
対
立
と

同
時
に
生
じ
た
ば
か
り
で
な
く
、
事
物
を
哲
学
的
に
判
定
す
る
さ
い
の
決
定
的
な
動
機
と
し
て
の
道
徳
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

の
登
場
と
も
同
時
に

生
じ
た
。
こ
う
し
た
合
致
の
た
め
に
は
、六
〇
年
代
の
著
作
を
、と
り
わ
け
『
視
霊
者
者
の
夢
』
を
指
示
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
（vgl. 

o. 

§11

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
四
八
頁
以
下
〕）。
エ
ル
ト
マ
ン
の
教
示
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
、
理
性
使
用
の
道
徳
的
に
－
人
間
学

的
な
前
提
へ
と
遡
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。「
論
理
的
な
自
己
中
心
主
義
」（A

nthr. 

§2

〔『
人
間
学
』
二
五
頁
〕）
へ
の

洞
察
と
し
て
の
、「
自
分
勝
手
に
」
思
弁
す
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
へ
の
決
定
的
な
洞
察
は
、
道
徳
的
な
根
本
経
験
か
ら
（
年
代

的
に
言
え
ば
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
に
よ
る
ル
ソ
ー
の
読
書
の
時
代
か
ら
）、
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
11
）。
批
判
的
な
問
い
は
そ
の
も

の
と
し
て
は
、
す
で
に
六
〇
年
代
に
息
づ
い
て
い
る
。
た
だ
そ
の
問
い
の
定
式
化
は
も
ち
ろ
ん
、「
幾
度
も
の
転
覆
」
に
さ
ら
さ
れ
た
。

こ
の
転
覆
が
あ
る
観
点
で
は
終
わ
り
を
迎
え
た
の
は
、
一
七
六
九
年
の
「
大
い
な
る
光
に
」
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
つ
ま
り
超
越
論
的
観

念
論
の
発
見
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
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第
二
三
節　

批
判
へ
の
き
っ
か
け
と
し
て
の
純
粋
理
性
の
錯
覚

　

批
判
的
な
理
性
使
用
の
権
利
と
規
準
は
道
徳
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
批
判
の
き
っ
か
け

0

0

0

0

と
領
野

0

0

は
思
弁
と
そ
の
誤
り
で

あ
る
。「
哲
学
が
そ
の
あ
ら
ゆ
る
明
敏
さ
と
吟
味
の
術
を
も
っ
て
総
動
員
さ
れ
る
」
の
は
、
純
粋
判
断
力
の
「
過
失
」
を
防
ぐ
た
め
で

あ
る
（r. V

. A
 135

）。
そ
れ
ゆ
え
批
判
の
内
容

0

0

の
理
解
は
、
道
徳
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
学
か
ら
だ
け
汲
み
脱
さ
れ
う
る
。
そ
れ
も

ま
さ
に
、
い
か
に
道
徳
そ
の
も
の
が
人
間
と
い
う
場
に
お
い
て
創
造
に
よ
っ
て
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
そ
の
程
度
と
意
味

に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

批
判
の
き
っ
か
け
は
、
実
践
的
な
（
日
常
の
）
理
性
使
用
に
お
い
て
は
理
性
の
妄
想

0

0

で
あ
る
。
こ
の
妄
想
は
主
観
的
な
動
機
と
客
観

的
な
動
機
を
混
同
す
る
こ
と
の
う
ち
に
存
す
る（A

nthr. 
§86

〔『
人
間
学
』二
四
〇
頁
〕）。
こ
の
混
同
に
お
い
て
人
間
学
は
愚
か
さ
を
、

実
践
的
哲
学
は
そ
の
う
え
に
不
純
さ
を
発
見
す
る
。
両
者
の
実
践
的
判
断
力
の
過
失
は
、
共
同
世
界
が
先
入
見

0

0

0

に
依
存
し
て
い
る
こ
と

の
側
面
で
あ
る
。
し
か
も
怜
悧
が
自
ら
に〔
先
入
見
と
い
う
〕鎖
を
か
け
る
の
は
、そ
れ
が
他
者
の
威
信

0

0

に
年
貢
を
納
め
る
か
ら
で
あ
る
。

怜
悧
は
道
徳
的
な
不
従
順
に
お
い
て
、
実
際
の
威
信
を
、
実
際
の
創
造
だ
け
を
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
仕
方
で
、
つ
ま
り
客
観
的
目
的
と

し
て
、〔
誤
っ
て
〕
解
釈
す
る
。
怜
悧
は
、
取
り
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
服
従
し
う
る
あ
り
方
と
い
う
自
分
の
本
性
的
な
使
命
へ
と
適

合
し
う
る
た
め
に
、
自
分
の
自
由
を
手
放
す
。
怜
悧
は
被
造
物
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
怜
悧
が
被
造
物
で
あ
る
こ

と
を
道
徳
的
に
－
実
践
的
に
承
認
し
な
い
の
な
ら
、
怜
悧
は
意
に
反
し
て
そ
れ
と
知
る
こ
と
な
く
、
支
配
し
よ
う
と
考
え
る
共
に
あ
る

人
間
た
ち
へ
と
赴
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
怜
悧
は
、
法
則
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
が
、
法
則
を
不
正
直
に
自
分
か
ら

0

0

0

0

（
真
実
に

は
共
同
世
界
か
ら
）
解
釈
す
る
、
適
法
性
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
自
殺
者
が
陥
る
実
際
の
嘘
（o. S. 117 ff.

〔「
哲
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学
と
道
徳
（
四
）」
八
〇
頁
以
下
〕）、
し
か
も
自
殺
者
を
怜
悧
で
な
い
、
誤
っ
た
判
定
へ
と
促
す
実
際
の
嘘
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
可
能

で
あ
る
の
は
、
与
え
ら
れ
た
状
況
に
つ
い
て
の
そ
の
者
の
把
握

0

0

が
、
す
で
に
情
念
に
よ
っ
て
濁
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
妄
想
が

0

0

0

錯
誤
を
可
能
に
し
、
錯
誤
が
誤
り
へ
と
導
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
う
し
た
完
全
な
構
造
連
関
は
、
そ
れ
自
体
「
理
論
的
な
」
悟
性
使
用
に
お
い
て
前
提

さ
れ
て
お
り
、
よ
り
詳
細
な
分
析
を
必
要
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
の
ち
に
（

§§25 ff.

）
究
明
す
べ
き
、
カ
ン
ト
の
哲
学
的
な
立
場
の

問
題
系
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
共
同
世
界
と
形
式
主
義
の
問
い
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
暗
示
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、

次
の
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
理
論
哲
学
は
妄
想
の
根
本
的
な
契
機
を
、思
弁
的
な
誤
り
の
分
析
に
お
い
て
、実
際
に
は
探
究
の
視
野
に
入
っ

て
い
る
と
は
い
え
、
明
白
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
、「
批
判
的
な
仕
事
」
の
全
体
に
と
っ
て
、
発
端
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
方
法
的
な
模
範

0

0

0

0

0

0

と
見
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
そ
の
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
の
冒
頭
で
、
誤
謬
と
錯
誤
の
本
質
へ
と
向
か
う
。「
超
越
論

的
分
析
論
」
は
「
真
理
の
論
理
学
」
と
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
形
而
上
学
が
測
定
さ
れ
る
べ
き
規
準
を
用
意
し
て
い
た
。
実
質
的
で

「
超
越
論
的
な
真
理
」
の
基
準
、
純
粋
悟
性
の
諸
原
則
（
お
よ
び
図
式
）
は
、
こ
こ
で
純
粋
理
性
の
錯
誤
を
、「
超
越
論
的
仮
象
」
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
て
一
体
（
超
越
論
的
な
問
い
に
特
殊
な
事
象
に
論
述
を
制
限
す
る
に
先
立
っ
て
）、
仮
象

0

0

と
は
何
だ
ろ
う
か
。
真
理
が
表
象
と
対

象
の
一
致
に
存
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
ま
た
、
非
真
理
と
仮
象
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
だ
け
、
真
理
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
意
味

を
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
で
あ
れ
ば
真
理
も
し
く
は
仮
象
は
「
直
観
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
対
象
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
思
考

さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
判
断
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ひ
と
が
、
感
官
は
誤
る
こ
と
が
な
い
、
と
言
う
の
は
た
し
か
に
正
し
い
が
、
と

は
い
え
そ
れ
は
、
感
官
は
い
つ
で
も
正
し
く
判
断
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
感
官
は
ま
っ
た
く
判
断
し
な
い
か
ら
と
い
う
理

由
か
ら
で
あ
る
」（r. V

. A
 293; vgl. a. M

. V
. 148

〔
カ
ー
ル
・
ペ
ー
リ
ッ
ツ
編
『
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
講
義
』
甲
斐
実
道
・
斎
藤
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義
一
訳
、
三
修
社
、
一
九
七
一
年
（
以
下
『
形
而
上
学
講
義
』
と
略
）
一
四
四
頁
〕;  A

nthr. 

§11

〔『
人
間
学
』
五
一
頁
〕）。
こ
こ

で
思
い
起
こ
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
対
象
と
合
致
す
べ
き
「
表
象
」
は
、
志
向
的
に

0

0

0

0

ま
た
存
在
論
的
に

0

0

0

0

0

理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
（o. S. 17 und 

§9

〔「
哲
学
と
道
徳
（
一
）」
一
六
七
〜
八
頁
、
お
よ
び
「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
二
八

頁
以
下
〕）。
感
性
的
な

0

0

0

0

表
象
は
、
し
た
が
っ
て
現
象
は
、
肉
体
に
対
し
て
そ
の
存
在
が
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
、
そ
う
し
た
あ
り
方
に

お
け
る
対
象
で
あ
る
。
こ
の
肉
体
に
、対
象
は
（
直
接
的
に
も
媒
体
を
通
じ
て
で
も
）
迫
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
対
象
「
に
つ
い
て
の
」

表
象
は
、
こ
こ
で
は
直
接
的
に
対
象

0

0

で
あ
る
、
つ
ま
り
直
観
の
対
象
で
あ
る
。
表
象
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

の
「
対
象
」（
思
念
さ
れ
た
も
の
）
は
、

こ
こ
で
は
そ
れ
自
身
、
事
象
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
理
由
は
、
表
象
す
る
こ
と
が
事
象
へ
の
志
向
を
持
つ
の
は
自
分
自
身
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
本
性
」
は
こ
こ
で
は
創
造
と
し
て
の
世
界
の
よ
う
な
も
の
で

あ
り
、こ
の
創
造
に
お
い
て
生
き
て
い
る
も
の
は
そ
れ
自
体
、他
の
事
物
と
共
存
す
る
。
し
か
も
そ
の
存
在

0

0

か
ら
し
て
、志
向
的
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
い
か
に
し
て
理
解
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
。
志
向
性
が
基
づ
く
肉
体
を
自
ら
所
有
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
事
実
と
し
て
他
の

事
実
的
な
事
物
と
相
互
作
用
の
う
ち
に
あ
る
、
本
来
的
な
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
交
互
作
用
の
存
在

0

0

は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
が
そ

う
し
た
よ
う
に
、
人
間
悟
性
の
観
点
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
う
る
。
た
だ
こ
の
解
釈
は
経
験
の
限
界
内
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

（
そ
れ
ゆ
え
物
体
と
し

て
の
肉
体
に
対
し
て
）
の
理
解
に
対
し
て
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
経
験
一
般
の
認
識
に
対
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
真
理
と
仮
象
一

般
へ
の
問
い
に
対
し
て
、
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
自
明
で
あ
っ
て
、
解
釈
が
批
判
の
地
平
と
し
て
事
実
的
な
創

造
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
解
釈
に
よ
っ
て
異
論
を
唱
え
ら
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
創
造
の
概
念
に
お
い
て
は
、
相
互
作

用
が
合
目
的
的
に

0

0

0

0

0

実
存
す
る
も
の
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
創
造
主
は
こ
こ
で
は
そ
の
統
一
的
な
意
図

0

0

に
よ
っ
て
、
事
実
的
な
事
物
の

共
同
体
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
共
同
体
の
存
在
は
「
実
践
理
性
」
へ
の
観
点
に
お
い
て
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
創
造
主
の
賢

明
に
し
て
直
観
す
る
悟
性
と
の
関
係
に
お
い
て
、
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
的
な
形
而
上
学
の
性
向
に
よ
っ
て
指
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示
さ
れ
る
解
釈
の
方
向
性
で
あ
る
。
こ
の
形
而
上
学
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
自
分
の
実
践
的
な
宇
宙
論
と
（
世
界
の
支
配
者
と
し
て
の

神
の
教
説
と
）
歩
み
を
と
も
に
し
て
い
る
。
こ
の
形
而
上
学
が
陥
る
ア
ポ
リ
ア
（u. 

§28 f.

）
は
も
ち
ろ
ん
、
な
ぜ
こ
の
形
而
上
学
が

触
発
の
問
題
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
を
理
解
し
う
る
も
の
に
す
る
（
12
）。
カ
ン
ト
は
感
性
の
現
象
を
創
造
に
お
い
て
説
明
す
る

0

0

0

0

こ

と
は
な
い
（
共
同
世
界
の
現
象
も
同
様
で
あ
る
）
が
、
た
だ
カ
ン
ト
は
創
造
に
お
い
て
現
象
を
見
て

0

0

は
い
る
。
カ
ン
ト
の
言
明
は
創
造

へ
の
方
向
へ
と
収
斂
す
る
。「
も
し
表
象
が
、
主
観
が
対
象
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
触
発
さ
れ
る
の
か
と
い
う
そ
の
仕
方
だ
け
し
か
含

ま
な
い
と
し
た
ら
、
表
象
が
そ
れ
の
原
因
か
ら
の
結
果
と
し
て
対
象
に
適
合
す
る
の
は
い
か
に
し
て
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
私
た
ち
の
心
の
こ
の
よ
う
な
規
定
が
何
か
を
表
象
し

0

0

0

う
る
、
す
な
わ
ち
対
象
を
も
ち
う
る
の
は
い
か
に
し
て
か
と
い
う
こ
と
は
、
容

易
に
洞
察
で
き
ま
す
」。
こ
う
し
た
「
容
易
な
」
洞
察
（im

 Brief an H
erz v. 21. 2. 1772, IX

 103

〔
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
）、
六
七
頁
〕）
は
、
批
判
の
問

題
の
手
前
に

0

0

0

あ
り
、
し
か
も
こ
の
洞
察
は
批
判
の
根
底
に

0

0

0

留
ま
り
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
カ
ン
ト
は
ま
さ
に
い
か
な
る

0

0

0

0

問
題
も
見

出
さ
な
い

0

0

。
こ
こ
に
カ
ン
ト
が
見
出
す
の
は
、
反
対
に
、
こ
れ
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
基
準

0

0

な
の
で
あ
る
。
問
題
含
み
で

あ
る
の
は
自
発
性
で
あ
っ
て
、
感
性
で
は
な
い
。
感
性
が
誤
る
こ
と
は
な
い
の
は
、
肉
体
の
自
己
に
固
有
な
あ
り
方
が
、
存
在

0

0

そ
の
も

の
と
し
て
ひ
と
つ
の
事
実

0

0

で
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
存
在
は
こ
こ
で
は
問
題
含
み
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
存
在
す
る
も
の
は
そ
の

存
在
を
自
分
自
身
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
獲
得
し
た
の
で
も
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
我
が
物
と
し
た
の
で
も
な
く
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
存

在
す
る
か
ぎ
り
、
存
在
の
問
う
余
地
の
な
い
所
有
の
う
ち
で
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
は
こ
こ
で
は
、
存
在
者
が
自
ら

0

0

そ
れ
を

構
成
す
る
よ
う
に
、「
設
え
ら
れ
て
」
い
る
。
す
る
と
自
明
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
で
は
主
観
的
に
な
い
し
は
表
象
と
し
て
実
存
す
る
主

観
に
お
け
る
対
象
の
作
用
は
、
対
象
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
象
は
こ
こ
で
は
た
ん
に
現
象
と
し
て
現
に
存
在
し
、
そ

れ
が
迫
っ
て
く
る
こ
と
で
対
象
自
身
が
そ
の
こ
と
を
証
言
す
る
。
―
―
動
物
が

0

0

0

誤
り
う
る
の
か
、ま
た
い
か
に
し
て
誤
り
う
る
の
か
を
、
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カ
ン
ト
は
究
明
し
て
い
な
い
。
カ
ン
ト
が
関
心
が
あ
る
の
は
、
人
間
的
な

0

0

0

0

認
識
に
お
け
る
仮
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
動
物
の

意
識
の
観
点
か
ら
は
、
い
か
な
る
真
理
問
題
も
生
じ
な
い
。
動
物
の
注
意
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
そ
れ
が
把
捉
し
、
引
き
つ
け
た
現

象
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
欺
か
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
性
格
を
分
け
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
13
）。
悟
性
の
判

断
に
問
い
の
余
地
が
あ
る
の
は
、
こ
こ
で
は
た
し
か
に
ひ
た
す
ら
、
悟
性
が
判
定
す
る
与
え
ら
れ
た
も
の
が
思
念
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
に
お
い
て
対
象
が
自
分
か
ら

0

0

0

0

表
象
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
ら
を
提
示
し
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
対
象
が
い
わ
ば
「
純
然
た
る
」
感
受

性
に
よ
っ
て
現
に
も
た
ら
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
も
の
の
表
象
に
基
づ
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
こ
こ
で
悟
性
の
判
断

が
基
づ
い
て
い
る
の
は
、
あ
る
自
己
充
足
性
で
あ
っ
て
、
こ
の
充
足
性
の
本
質
は
現
象
へ
と
割
り
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
逆
ら
う
。
と
は

い
え
こ
の
自
己
充
足
性
は
そ
れ
で
も
な
お
、神
の
悟
性
の
よ
う
に
、与
え
ら
れ
た
も
の
を
断
念
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。人
間
の
悟
性
は
、

た
ん
に
そ
の
現
象
の
も
と
だ
け
で
な
く
、「
対
象
そ
の
も
の
」
に
お
い
て
も
、
意
の
ま
ま
に
し
つ
つ
と
ど
ま
る
こ
と
を
要
求
し
う
る
こ

と
に
対
応
し
て
、
悟
性
は
「
対
象
そ
の
も
の
」
を
、
そ
の
現
象
を
根
拠
と
し
て
だ
け
判
定
し
う
る
（o. S. 49 f.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」

一
三
七
頁
〕）。

　

こ
う
し
た
連
関
か
ら
出
発
し
て
、
仮
象

0

0

も
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
あ
ら
ゆ
る
仮
象

0

0

は
、
思
考
の
主
観
的

0

0

0

条
件
が
客
観
の

認
識
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
う
る
」（r. V

. A
 396; vgl. Log. V

III 368

〔
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
（
以
下
『
論
理
学
』
と
略
）
七
五
頁
〕）。
こ
う
し
た
現
象
が
生
じ
る
の
は
、

ふ
た
つ
の
異
な
る
能
力
が
協
働
す
る
か
ら
で
あ
る
。
悟
性
も
感
性
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
だ
け
で
取
り
出
さ
れ
る
な
ら
、
誤
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。「
自
然
の
い
か
な
る
力
も
自
ら
自
分
自
身
の
法
則
か
ら
そ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」（r. V

. A
 294

）。
感
性
は
と
り

わ
け
欺
く
も
の
だ
と
い
う
「
告
発
」
を
免
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（A

nthr. 

§11

〔『
人
間
学
』
五
一
頁
〕）。
こ
こ
か
ら
帰
結
す

る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。「
誤
謬
は
感
性
が
悟
性
へ
と
ひ
そ
か
に
影
響
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
引
き
起
こ
さ
れ
、こ
の
こ
と
に
よ
っ
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て
、判
断
の
主
観
的
な
諸
根
拠
が
客
観
的
な
諸
根
拠
と
融
合
し
、判
断
の
客
観
的
な
諸
根
拠
を
自
分
自
身
の
使
命
か
ら
逸
脱
さ
せ
る
」（r. 

V
. A

 294
）。
感
性
の
悟
性
へ
の
影
響
は
、
そ
こ
で
は
「
誘
惑
す
る
者
」
と
い
う
性
格
を
持
つ（ib. u. ö.

）。
悟
性
は
単
純
に
、
機
械
的

な
必
然
性
を
も
っ
て
そ
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
（
ふ
た
つ
の
力
の
結
果
と
し
て
の
物
体
の
円
運
動
と
い
う
、
カ
ン
ト
の
イ
メ
ー
ジ[ib.]

が
示
唆
す
る
よ
う
に
）。
そ
う
で
は
な
く
、
悟
性
が
感
性
の
現
象

0

0

に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
感
官
に
迫
っ
て
く
る
も
の
に
よ
っ
て
誤
謬
に
陥

る
の
で
あ
れ
ば
、悟
性
が
自
ら
に
責
め
が
あ
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。「
自
然
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
た
し
か
に
多
く
の
知
識
を
拒
ま
れ
た
の
で
あ
り
、

き
わ
め
て
多
く
の
こ
と
に
関
し
て
不
可
避
的
な
無
知
の
う
ち
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
誤
謬
は
自
然
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
誤
謬
へ
と
私
た
ち
が
誘
わ
れ
る
の
は
、
私
た
ち
の
制
限
の
た
め
に
判
断
し
た
り
決
定
し
た
り
す
る
能
力
が
な
い
場
合
に
も
、

判
断
し
た
り
決
定
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
私
た
ち
の
性
向
に
よ
っ
て
で
あ
る
」（Log. V

III 368

〔『
論
理
学
』
七
四
〜
五
頁
〕）。
こ
の

固
有
の
性
向
、
判
断
し
決
定
し
よ
う
と
す
る
素
質
は
、
と
は
い
え
そ
れ
自
体
と
し
て
誤
謬
の
源
泉
で
は
な
く
（
こ
の
性
向
が
生
じ
る
の

は
悟
性
の
使
命
か
ら
で
あ
る
）、〔
誤
謬
の
源
泉
は
〕
こ
の
性
向
が
と
こ
ろ
を
得
な
い
場
合
で
の
こ
の
性
向
へ
の
な
び
き
や
す
さ
、
し
た

が
っ
て
理
性

0

0

の
拒
絶
で
あ
る
。
理
性
の
妄
想
が
悟
性
を
あ
ま
り
に
も
と
ら
え
て
し
ま
う
の
で
、判
断
力
が
把
捉
し
そ
こ
な
う
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

。

こ
の
こ
と
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
が
提
供
す
る
分
析
の
背
景
に
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
も
の
に
対
す
る
悟
性
の
性
向
の
自
由
が
妨
げ
ら

れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
の
み
、
悟
性
を
「
欺
く
」
一
定
の
与
え
ら
れ
た
も
の
の
迫
っ
て
く
る
力
に
悟
性
は
屈
服
す
る
の
で
あ
る
。
妄
想
を

根
拠
と
し
て
は
じ
め
て
、
悟
性
の
誘
惑

0

0

は
生
じ
う
る
。
し
た
が
っ
て
妄
想
の
ゆ
え
に
の
み
、
仮
象

0

0

は
生
じ
う
る
。
と
い
う
の
も
、
誘
惑

0

0

す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
現
象
が
、仮
象
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。
仮
象
と
は
「
偽
な
る
認
識
を
真
と
見
な
す
こ
と
の
根
拠
」（Log. 

ib.

〔『
論
理
学
』
七
五
頁
〕）
で
あ
る
。
仮
象
と
は
、
誤
謬
へ
と
「
誘
惑
す
る
も
の
」
で
あ
る
（r. V

. A
 293

）。
と
は
い
え
「
あ
る
意

味
で
は
悟
性
を
、
誤
謬
の
創
始
者
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
悟
性
が
、
感
性
の
あ
の
影
響
に
対
し
て
必
要
な
注
意

を
欠
い
た
た
め
に
そ
こ
か
ら
生
じ
る
見
か
け
に
誘
わ
れ
て
…
…
」（Log. V

III 368
〔
同
頁
〕）。
こ
う
し
た
ま
っ
た
く
も
っ
て
本
質
的
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な
観
点
に
お
い
て
は
、
誤
謬
は
悟
性
に
責
め
が
あ
り
（A

nthr. 

§11

〔『
人
間
学
』
五
一
頁
〕）、
悟
性
の
過
失
で
あ
る
（ib.

〔
同
頁
〕）。

　

あ
ら
ゆ
る
仮
象
は
、
感
官
が
悟
性
に
と
っ
て
判
定
の
た
め
に
意
の
ま
ま
に
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
感
官
の
う
ち
に
あ
る
。

仮
象
が
あ
る
だ
け
の
、
現
象
も
ま
た
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
両
者
は
同
一
で
は
な
い
―
―
「
私
が
現
象
に
数
え
る
べ
き
は
ず
の
も
の
を
た

ん
な
る
仮
象
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
私
自
身
の
責
任
」
で
あ
ろ
う
（r. V

. B 69

）
―
―
け
れ
ど
も
、
両
者
は
そ
の
「
何
」
の

観
点
か
ら
は
同
じ
で
あ
る
。
現
象
す
る
対
象
だ
け
が
私
に
対
し
て
、
そ
の
対
象
で
は
な
い
も
の
に
見
せ
か
け
う
る
。
現
象
が
仮
象
と
な

る
の
は
、
現
象
の
い
か
に
し
て

0

0

0

0

0

を
、
つ
ま
り
現
象
の
存
在

0

0

を
理
解
す
る
自
由
を
、
悟
性
が
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
悟
性
は
、
対
象

が
そ
の
迫
っ
て
く
る
あ
り
方
と
い
う
「
い
か
に
し
て
」
に
お
い
て
あ
る
（
つ
ま
り
主
観
に
相
対
的
な
）
も
の
を
、
対
象
の
自
足
し
た
あ

り
方
と
い
う
「
い
か
に
し
て
」
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
悟
性
は
、
対
象
が
い
か
に
自
分
を
示
す
か
へ
影
響
も
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
悟

0

0

0

0

0

性
は
、
注
意
の
自
己
意
識
と
し
て
、
把
捉
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
少
な
く
と
も
人
間
に
お
い
て
は
）
導
く
か
ら
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

。
把
捉
は
一
方
で
は
印
象
が
与
え

ら
れ
る
空
間
的
お
よ
び
時
間
的
な
様
式
に
従
う
（
従
っ
て
感
官
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
）
が
、
他
方
で
は
ま
た
図
式

0

0

に
も
従
っ
て
お

り
、こ
の
図
式
は
と
い
え
ば
あ
る
種
の
概
念

0

0

に
従
っ
て
い
る
（o. S. 81 ff.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
三
）」
六
一
頁
以
下
〕）。「
感
性
的
な
把
捉
」

〔com
prehensio aesthetica

〕
は
、「
論
理
的
な
把
捉
」〔com

prehensio logica

〕
の
導
き
の
も
と
で
生
じ
る
。
た
し
か
に
論
理
的

0

0

0

な
把
捉

0

0

0

こ
そ
が
、そ
こ
か
ら
私
た
ち
が
反
省
し
つ
つ
概
念
を
獲
得
す
る
形
象
を
私
た
ち
の
た
め
に
は
じ
め
て
作
り
出
す
の
で
は
あ
る
が
、

と
は
い
え
他
方
で
は
論
理
的
な
把
捉
が
「
形
象
を
生
み
出
す
」
の
は
、
す
で
に
獲
得
さ
れ
た

0

0

0

0

0

概
念
の
観
点
に
お
い
て
だ
け
で
あ
っ
て
、

こ
の
概
念
の
も
と
へ
判
断
力
が
与
え
ら
れ
た
も
の
を
規
定
的
に
包
摂
す
る

0

0

0

0

。経
験
は
同
時
に
一
般
化
と
特
殊
化
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
反
省
的
な
、
学
習
す
る

0

0

0

0

悟
性
は
、
そ
れ
で
も
つ
ね
に
同
時
に
自
己
充
足
し
た
、
し
た
が
っ
て
規
定
的
な

0

0

0

0

悟
性
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
悟
性
が
理
性
と
と
も
に

0

0

0

0

0

0

（
す
で
に
知
り
つ
つ
）
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
論
弁
的
な
悟
性

も
受
容
性
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
悟
性
は
そ
の
論
弁
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
も
、
把
捉
と
結
び
あ
わ
さ
れ
て
お
り
、
逆
に
悟
性
の
側
が
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受
容
性
を
偽
な
る
形
象
を
生
み
出
す

0

0

0

0

0

0

0

誘
因
と
も
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
規
定
的
な
、
理
性
の
原
則
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
判
断
力
は
、

自
分
の
支
配
す
る
機
能
に
よ
っ
て
、把
捉
に
対
し
て
現
象
を
仮
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
私
が
か
な
り
離
れ
た
塔
を
見
て
、

そ
れ
が
実
際
に
は
角
が
あ
る
の
に
、
丸
い
と
見
な
す
場
合
（A

nthr. 

§11

〔『
人
間
学
』
五
一
頁
〕）、
そ
の
と
き
私
の
反
省
は
そ
う
し

た
誤
っ
た
判
定
へ
と
、与
え
ら
れ
た
も
の
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
誘
惑
さ
れ
る

0

0

0

0

0

。
対
象
は
「
丸
い
塔
」
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。「
丸

い
塔
」
と
は
何
か
を
、
私
は
す
で
に
先
立
つ
経
験
か
ら
知
っ
て
お
り
、
こ
の
経
験
に
私
は
、
新
し
い
事
例
を
可
能
的
に
包
摂
す
る
た
め

の
原
理
で
あ
る
「
丸
い
塔
」
と
い
う
概
念
を
負
っ
て
い
る
。
理
性
が
規
準
と
し
て
す
で
に
保
持
し
て
い
る
概
念
の
所
有
は
、把
捉
に
と
っ

て
の
可
能
性
の
領
野
を
印
づ
け
る
。
私
は
遠
く
の
塔
を
、
一
杯
の
水
や
ま
し
て
や
ひ
と
つ
の
詩
と
は
見
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
私
は
、そ
う
し
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て

0

0

0

お
り
、私
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
、直
観
的
に
し
て
理
念
的
な
導
き
の
糸
に
従
っ

て
見
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
丸
い
塔
も
そ
う
し
た
も
の
で
あ
り
う
る

0

0

0

0

（
14
）。
こ
の
も
の
を
私
は
こ
う
し
た
原
理
と
そ
の
図
式
の
観

点
に
お
い
て
規
定
し
う
る
。
把
捉
は
、
あ
い
ま
い
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
た
沢
山
の
も
の
か
ら
、
自
発
的
に
顧
慮
し
つ
つ
、
そ
れ
に
対
応

す
る
像
を
形
成
し
、
そ
の
と
き
私
は
反
省
し
つ
つ
、
そ
れ
が
そ
う
あ
る

0

0

よ
う
に
そ
れ
を
見
出
す

0

0

0

。
こ
こ
で
正
し
く
ふ
る
ま
う
た
め
に
は
、

理
性
が
捉
わ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
性
は
完
全
な
自
由
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
意
の
ま
ま
に
し
う
る
可
能
性
を
処

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悟
性
は
注
意
深
く

0

0

0

0

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
悟
性
は
、妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
自
発
性
に
お
い
て
、

そ
の
つ
ど
の
場
合
に
生
じ
う
る
も
の
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
断
し
よ
う
と
す
る
自
然
的
な
性
向
は
、
悟
性
に
と
っ
て
、
い

か
な
る
方
向
に
お
い
て
も
導
き
の
糸
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
悟
性
は
、
暫
定
的
に
だ
け
判
断
す
る
べ
き
か
も
し
く

は
ま
っ
た
く
判
断
す
る
べ
き
で
は
な
い
場
合
に
、
無
条
件
的
に
ま
た
決
定
的
に
判
断
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
先
の
実
例
に
お
い
て

悟
性
は
次
の
こ
と
を
意
識
す
る
べ
き
で
あ
る
。
丸
い
塔
と
い
う
現
象
は
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
対
象

の
正
確
な
か
た
ち
の
像
を
与
え
う
る
の
で
は
な
い
。悟
性
が
思
考
を
欠
い
た
感
官
の
支
配
者
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い（A

nthr. 

§8

〔『
人
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間
学
』
四
八
頁
〕）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
悟
性
は
対
象
を
秩
序
づ
け
な
が
ら
受
け
と
り
、
対
象
に
対
し
て
命
令
し
そ
れ
を
真
の
認
識
と
し
て

使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（ib. 

§9-11

〔『
人
間
学
』
四
八
〜
五
二
頁
〕）。
命
令
す
る
者
と
し
て
、悟
性
は
従
う
者
を
必
要
と
す
る
が
、

し
か
も
そ
れ
は
、
悟
性
が
完
全
に
固
有
の
自
発
性
と
い
う
根
拠
に
基
づ
い
て
、
従
う
者
に
対
し
て
ふ
る
ま
う
と
い
う
よ
う
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い（
15
）。「
感
官
は

0

0

0

悟
性
に
命
令
し
な
い

0

0

0

0

0

。
む
し
ろ
自
分
の
奉
仕
を
自
由
に
使
い
こ
な
す
よ
う
悟
性
に
身
を
委
ね
る
の
み
で
あ
る
」

（ib. 

§10

〔『
人
間
学
』五
〇
頁
〕）。
理
性
の
妄
想
に
お
い
て
悟
性
は
、自
分
の
使
命
で
あ
る「
責
務
」を
な
お
ざ
り
に
す
る（A

nthr. 

§9

〔『
人
間
学
』
四
九
頁
〕）。
悟
性
は
、
そ
の
つ
ど
自
分
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
経
験
な
い
し
は
認
識
に
助
言
を
求
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
自

分
の
認
識
だ
け
に
頼
っ
て
は
な
ら
な
い
。
感
官
は
い
わ
ば
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る

0

0

0

0

0

。
感
官
は「
普
通
の
平
民
と
同
じ
よ
う
に
、

と
い
う
こ
と
は
下
層
民
（ignobile vulgus

）
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
自
分
よ
り
身
分
の
高
い
悟
性
に
素
直
に
従
い
つ
つ
も
、
自
分
の

言
い
分
は
聞
い
て
ほ
し
い
」（A

nthr. 
§10

〔『
人
間
学
』
五
〇
頁
〕）。
そ
れ
ゆ
え
に
、誤
謬
の
発
見

0

0

は
た
し
か
に
新
し
い
現
象
に
よ
っ

て
き
っ
か
け
を
与
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
し
そ
れ
は
理
性
的
に
判
断
す
る
悟
性
に
と
っ
て
の
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
悟
性

は
以
前
に
思
考
し
た
も
の
を
、
注
意
を
欠
い
て
忘
れ
る
こ
と
は
な
く
、
新
し
い
反
省
と
つ
ね
に
比
較
す
る
準
備
が
で
き
て
い
る
。
た
と

え
ば
本
当
の
、
角
の
あ
る
塔
の
形
象
の
知
覚
は
、
塔
に
近
づ
く
さ
い
に
、
与
え
ら
れ
た
も
の
の
印
象
の
も
と
で
把
捉
さ
れ
、
悟
性
に
よ
っ

て
確
証
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
時
に
理
性
に
よ
っ
て
、
以
前
の

0

0

0

判
断
を
比
較
し
な
が
ら
反
駁
す
る
の
に
利
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
理
性
は
自
分
の
概
念
に
お
け
る
矛
盾

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仮
象
を
仮
象
と
し
て
概
念
把
握
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

欺
き
と
誤
謬
の
問
題
は
そ
れ
ゆ
え
、
経
験
に
固
有
の
あ
り
方
か
ら
発
生
す
る
。
経
験
は
対
象
そ
の
も
の
と
「
た
ん
な
る
」
現
象
の
区

別（
た
と
え
ば
真
の
形
象
と
見
え
方
の
区
別
）の
判
定
を
要
求
す
る
。
た
だ
し
対
象
そ
の
も
の
は
個
々
の
現
象
の
あ
い
だ
の
規
則
に
従
っ

た
連
関

0

0

の
様
式
に
よ
っ
て
だ
け
認
識
し
う
る
か
ら
（o. S. 47-50

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
三
三
〜
一
三
八
頁
〕）、
ひ
と
が
そ
こ
か
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ら
対
象
の
概
念
を
形
成
す
る
可
能
的
な
知
覚
の
全
体
を
、
理
性
に
よ
っ
て
概
念
把
握
す
る
こ
と
に
、
す
べ
て
は
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
が
挙
げ
て
い
る
例
か
ら
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
靄
が
か
か
っ
た
水
平
線
に
か
か
る
月
が
大
き
く
見

え
る
こ
と
や
、「
高
い
」
沖[v. V

. A
 297; A

nthr. 

§11

〔『
人
間
学
』
五
一
頁
〕］、惑
星
の
見
か
け
の
軌
道
［Prol. IV

 40

〔『
プ
ロ
レ
』

二
三
九
頁
〕］、
土
星
の
柄[r. V

. B 69f. A
.]

を
参
照
せ
よ
）。
仮
象
と
誤
謬
は
人
間
に

0

0

0

特
殊
な
現
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
対

極
を
な
す
現
象
で
あ
る
啓
蒙
が
人
間
に
特
殊
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

　

批
判
の
観
点
に
お
い
て
は
、
今
や
は
じ
め
て
固
有
の
問
題
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
仮
象
が
現
象
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
な
ら
、

い
っ
た
い
超
越
論
的
な

0

0

0

0

0

仮
象
の
も
と
で
何
を
理
解
す
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
仮
象
が
感
官
の
う
ち
に
存
す
る
な
ら
、

い
っ
た
い
い
か
に
し
て
純
粋
な

0

0

0

理
性
は
仮
象
に
至
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
純
粋
理
性
が
誤
る

0

0

の
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
仮
象
に

よ
っ
て
誘
惑
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
理
性
は
い
か
に
し
て
誤
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
超
越
論
的
な
悟
性
認
識
〔V

erstehen

〕
と
は
、
そ

の
存
在
に
お
け
る
存
在
者
を
、
な
い
し
は
存
在
の
可
能
性
を
悟
性
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
超
越
論
的
な
問
い
は
批
判
的
な

0

0

0

0

意
味
に
お
い
て
、
自
分
自
身
を
理
解
す
る
存
在
論
に
、
そ
れ
ゆ
え
啓
蒙
さ
れ
た
存
在
論

0

0

0

0

0

0

0

0

に
向
か
う
。
存
在
は
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
独
断
論
的
に
で
は
な
く
、「
存
在
」
一
般
が
何
で
あ
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
の
理
性
的
な
考
慮
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
一
般
に
存
在
し
う
る
も
の
を
、
形
而
上
学
的
な
理
性
は
創
造
の
観
点
に
お
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
こ
の

地
平
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も
の
は
見
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
い
か
に

0

0

0

あ
る
か
と
い
う
様
式
で
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
「
い
か
に
」
は
、
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
や
あ
れ
の
使
命
へ
と
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
で
あ
る
。
そ
の
も
の
と
し

て
の
創
造
に
お
い
て
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
は
、
い
わ
ば
自
分
自
身
を
そ
の
存
在
に
向
け
て
広
げ
示
す
よ
う
に
し
て
、
現
に
存
在
す

る
。
存
在
者
は
事
実
的
に
は
自
分
の
事
実
的
な
使
命
を
示
す
け
れ
ど
も
、
存
在
者
の
存
在
を
根
源
的
に
理
解
し
う
る
も
の
に
す
る
悟
性

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
（vgl. o. 

§16

〔「
哲
学
と
道
徳
（
三
）」
七
一
頁
以
下
〕）。「
基
礎
存
在
論
」
と
し
て
の
存
在
神
学
に
、
そ
れ
ゆ
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0え
カ
ン
ト
の
批
判
的
な
存
在
論
は
帰
着
す
る
。
だ
が
存
在
神
学
も
そ
れ
自
体
は
独
断
論
的
に
で
は
な
く
理
性
的
に
、
そ
れ
も
道
徳
的
な

啓
蒙
に
基
づ
い
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
存
在
神
学
は
倫
理

0

0

神
学
で
あ
る
。
創
造
は
道
徳
的
に
実
直
な
感
情
と
悟
性
に
だ

け
語
り
か
け
る
。
創
造
は
、
自
分
を

0

0

0

自
分
の
事
実
的
な
使
命
の
観
点
か
ら
理
性
的
に
自
ら
理
解
す
る
、
人
間
に
対
し
て
自
分
を
広
げ
て

見
せ
る
（
16
）。
倫
理
神
学
は
同
時
に
、
根
源
的
で
も
あ
り
批
判
的
で
も
あ
る
。
倫
理
神
学
は
存
在
の
理
解
一
般
の
可
能
性
に
と
っ
て
、

規
準
的
で
、
絶
対
的
に
確
実
な
案
内
と
し
て
役
立
ち
、
い
わ
ば
範
型
的
な
存
在
論
〔ontologia archetypa

〕
で
あ
る
。
と
は
い
え
倫

理
神
学
は
こ
の
独
断
的
な
要
求
を
そ
れ
で
も
批
判
的
に
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
、
驚
く
べ
き
仕
方
で
ま
さ
に
理
性
と
し
て
命
令
し
つ

0

0

0

0

0

0

0

つ0

語
る
、
理
性
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
創
造
の
存
在
は
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
が
創
造
の
最
上
位
者
の
名
に
お
い
て
範
型
的
な
存

在
論
に
自
分
で
語
ら
せ
る
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
特
殊
な
解
釈
も
必
要
と
し
な
い
。
完
全
に
純
粋
で
道
徳
的
な
理
性
は
そ
の
も
の
と
し
て

は
、
実
際
に
は
仮
象
や
誤
謬
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
理
性
は
情
念
や
妄
想
な
し
に
実
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
実

用
的
な
理
性
の
妄
想
と
と
も
に
、
そ
の
理
性
が
道
徳
的
に
啓
蒙
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
仮
象
が
生
じ
る
。
人
間
が
自

律
的
に
実
存
し
て
い
る
さ
い
に
は
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
で
、
あ
ら
ゆ
る
他
律
的
な
威
信
は
無
に
帰
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
カ
ン
ト
は
、
実

践
理
性
の
批
判
は
、理
論
理
性
の
批
判
ほ
ど
に
は
「
是
非
と
も
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」（Grdl. IV

 247

〔『
基
礎
づ
け
』
一
一
頁
〕）

と
語
る
の
で
あ
る
。
理
論
理
性
だ
け
が
、「
ま
る
き
り
弁
証
論
的
」
な
の
で
あ
り
（ib.

〔
同
頁
〕）、ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
へ
と
陥
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
理
論
理
性
は
し
つ
こ
い
仮
象
に
よ
っ
て
誘
惑
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
そ
の
理
性
が
真
実
に
は
ま
さ
に
純
粋

0

0

で
は
な
く

0

0

0

0

、
た
ん
に
人
間
的

0

0

0

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
理
性
の
批
判
的
な
問
題
系
の
根
拠
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
純
粋
な
理
論
的
理
性
の
人
間
的
な
あ
り
方
は
い
か
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
理
性
は
単
純
に
経
験
的
な
理

性
な
の
だ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
の
も
諸
理
念
は
無
条
件
的
に
な
っ
た
純
粋
な
悟
性
概
念
で
あ
る
し
、
こ
の
悟

性
概
念
も
ま
た
実
際
に
純
粋
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
純
粋
な
悟
性
が
た
ん
に
人
間
的
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、
こ
の

0

0

純
粋
さ
を
い
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か
に
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
問
い
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
い
は
そ
の
も
の
と
し
て
す
で
に
、
こ
の
問

い
が
そ
の
う
ち
を
動
く
特
殊
な
地
平
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
問
い
は
人
間
の
本
性

0

0

0

0

0

の
観
点
に
お
け
る
問
い
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
こ
の

問
い
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
認
識
の
観
点
に
お
け
る
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
人
間
の
経
験
に
お
け
る
、
し
た
が
っ
て
経
験
一
般

0

0

0

0

も
し

く
は
可
能
的
経
験

0

0

0

0

0

の
観
点
に
お
け
る
問
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
先
ほ
ど
生
じ
た
懐
疑
的
な
疑
念
が
解
消
す
る
。
純
粋
な
理
性
使

用
は
形
式
的
な
使
用
で
は
な
く
、
こ
の
使
用
は
自
分
の
「
対
象
」
を
可
能
的
経
験
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
。
経
験
は
そ
れ
自
体
と
し
て

ま
た
全
体
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
の
事
実

0

0

で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
は
日
常
的
な
生
活
の
事
実
で
あ
り
、
こ
の
生
活
に
お
い
て
事
実
は
技
術

に
属
す
る
が
、
と
は
い
え
ま
た
（
そ
し
て
何
よ
り
教
え
る
と
こ
ろ
の
多
い
の
だ
が
）
事
実
は
そ
の
自
立
し
た
あ
り
方
に
お
い
て
は
経
験

0

0

的
科
学

0

0

0

と
し
て
も
属
す
る
。
日
常
的
な
経
験
と
科
学
の
事
実
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
純
粋
理
性
が
誘
惑
さ
れ
た
、
仮
象

0

0

を
含

ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

批
判
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
の
は
経
験
に
お
け
る
こ
れ
や
あ
れ
や
の
仮
象
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
仮
象
は
、
あ
る
現
象
を
、
経
験
し

う
る
も
の
の
全
体
に
お
い
て
、
誤
っ
て
評
価
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。「
誤
っ
た
仮
象
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
た
め
に
ひ
と
が
従
う
規
則
は
、

経
験
的
な
諸
法
則
に
従
っ
て
知
覚
と
脈
絡
づ
け
ら
れ
る
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
、
と
い
う
規
則
で
あ
る
」（r. V

. A
 376

）。
だ
が
経
験

一
般
に
当
て
は
ま
る
こ
の
規
準
そ
の
も
の
も
、
求
め
ら
れ
る
存
在
論
の
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
内
容
と
可
能
性
に
関
し
て
批
判
の

問
題
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
ひ
と
は
現
実
性
一
般
に
つ
い
て
の
こ
の
概
念
の
真
理
を
判
定
す
る
の
だ
ろ
う
か

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

。

　

超
越
論
的
仮
象
が
次
の
取
り
違
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
な
い
し
は
経
験
可
能
な
も
の
一
般
、
経

験
に
お
け
る
対
象
も
し
く
は
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン

0

0

0

0

0

0

（
17
）
と
、
対
象
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
も
し
く
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン

0

0

0

0

0

の
取
り
違
え
で
あ
る
。
こ

の
仮
象
は
反
省
概
念
の
多
義
性

0

0

0

0

0

0

0

0

に
基
づ
く
（o. S. 50 u. A

.

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
三
八
頁
お
よ
び
一
六
八
頁
〕）。
現
象
一
般
が
、

つ
ま
り
「
客
観
的
な
」、
人
間
の
本
性
と
と
も
に
与
え
ら
れ
理
解
可
能
な
事
実
が
、
つ
ま
り
現
象
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

0

0

0

0

0

が
―
―
こ
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の
事
実
が
存
在
論
的
に
誤
っ
て
判
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
―
―
経
験
が
、
人
間
的
な

0

0

0

0

経
験
と
し
て
、
自
分
自
身
を
理

解
す
る
ひ
と
つ
の
認
識
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
な
ら
ば
、
し
た
が
っ
て
経
験
が
知
覚
の
よ
う
な
意
識
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な

く
、
こ
う
し
た
意
識
の
意
識
で
も
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
経
験
的
な
悟
性
は
つ
ね
に
何
ら
か
の
仕
方
で
自
分
自
身
を
理
解

し
て
い
る
。「
経
験
」
と
い
う
事
実
―
―
こ
の
創
造
の
事
柄
―
―
は
、
完
全
で
、
唯
一
的
に
二
義
的
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

様
式
に
お
い
て
、
あ
ら

ゆ
る
内
的
に
合
目
的
的
な
所
与
を
印
づ
け
る
固
有
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
自
分
自
身
を
我
が
物
と
す
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
様
式
に
お

い
て
「
あ
る
」。
経
験
の
事
実
に
お
い
て
は
、
自
分
を
我
が
物
と
す
る
こ
と
は
、
完
全
に
自
由
な
、
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
独
立
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
悟
性
と
し
て
は
、
経
験
的
な
悟
性
は
自
分
自
身
か
ら
自
由
で
あ
る
。
経
験
的
な
悟
性
は
純
粋
な

0

0

0

悟
性
と
し
て
自
分
自
身
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
つ
ま
り
経
験
的
な
悟
性
は
自
分
の
存
在

0

0

を
理
解
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
的

な
悟
性
の
存
在
は
、「
事
実
的
に
」
自
己
充
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
経
験

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
純
粋
悟
性
は
自
分

自
身
を
経
験
に
お
け
る
存
在
と
し
て
理
解
す
る
。
純
粋
悟
性
は
経
験
を
そ
の
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
現
象
に
お
け
る
対
象
の
認
識

と
し
て
理
解
す
る
。
純
粋
悟
性
は
現
象
一
般
を
現
象
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
現
象
存
在

0

0

0

0

と
し
て
概
念
把
握
す
る
。
と
こ
ろ
で
「
現
象
」

と
は
何
で
あ
る
か
を
、
ひ
と
は
そ
の
自
足
し
た
あ
り
方
に
お
け
る
現
象
す
る
事
象
の
観
点
に
お
い
て
、
そ
れ
も
そ
の
も
の
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

自

足
し
た
－
存
在

0

0

の
観
点
に
お
い
て
、
つ
ま
り
即
自
存
在

0

0

0

0

の
観
点
に
お
い
て
理
解
し
う
る
。
現
象
の
概
念

0

0

の
う
ち
に
は
（
私
が
持
つ
個
別

の
現
象
の
う
ち
と
は
違
っ
て
）、
分
析
的
に
、
現
象
が
そ
れ
の

0

0

0

現
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
対
象
と
の
関
係
が
存
し
て
い
る
。「
可
能
的
な
現

象
」、
こ
う
し
た
存
在
論
の
「
対
象
そ
の
も
の
」
は
、「
た
ん
な
る
」
現
象
で
は
な
く
、
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
で
あ
っ
て
、
そ
の
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

の0

経
験
的
対
象
で
あ
る
。存
在
の
認
識
は
こ
こ
で
は
経
験
的
な
対
象
の
あ
り
方
の
認
識
、つ
ま
り
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
性

0

0

0

0

0

0

0

（Phänom
enalität

）

の
認
識
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
現
実
性
」
と
は
、
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
一
般
が
い
か
に
し
て
「
あ
る
」
か
と
い
う
様
式
に
属
す
る
。
そ
し
て

こ
の
存
在
す
る
様
式
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
で
は
な
く
、
一
方
で
は
触
発
す
る
物
自
体
の
存
在
様
式
の
観
点
に
お
い
て
、
他
方
で
は
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触
発
さ
れ
る
主
観
の
存
在
様
式
の
観
点
に
お
い
て
の
み
、
概
念
把
握
さ
れ
う
る
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
性
の
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

論
的
な
認
識
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン
性
の
認
識
を
前
提
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
経
験
の
対
象
が
い
か
に
し
て
あ
る
か
、
あ
る
い
は
端
的
に
、
経
験
は
い
か
に

あ
る
か
は
、
次
の
場
合
に
だ
け
理
解
し
う
る
。
そ
れ
は
ひ
と
が
、
こ
う
し
た
事
実
の
事
実
性
に
つ
い
て
何
ら
か
の
、
た
と
え
蓋
然
的
な

も
の
で
あ
れ
表
象
を
持
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
の
存
在
論
、
な
い
し
は
人
間
に
特
殊
な
認
識
の
対
象
の
観
点
に
お
け

る
人
間
の
存
在
論
は
、
必
然
的
に
派
生
的
な
存
在
の
派
生
的
な
存
在
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
の
存
在
論
は
根
源
的
な
存
在
の
基
礎
存
在
論
を
前

提
と
し
て
い
る
。
対
象
の
即
自
存
在
は
必
然
的
に
す
で
に
積
極
的
に
、
積
極
的
な
ヌ
ー
メ
ノ
ン
性
と
し
て
、
つ
ま
り
神
の
完
全
に
充
足

的
な
悟
性
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
て
も
し
く
は
意
欲
さ
れ
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
関
連
に
お

い
て
の
み
、
ま
た
こ
う
し
た
規
準
に
従
っ
て
だ
け
、「
原
因
性
」
や
「
現
実
性
」
と
い
っ
た
概
念
の
超
越
論
的
真
理
も
判
定
さ
れ
う
る
。

そ
し
て
、
経
験
の
根
源
的
な
存
在
が
そ
れ
自
体
事
実
的

0

0

0

で
あ
る
が
ゆ
え
に
―
―
人
間
に
固
有
な
生
の
経
験
に
お
い
て
「
経
験
的
に
」
あ

ら
か
じ
め
見
出
さ
れ
う
る
、
と
い
う
仕
方
で
―
―
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
の
み
、
超
越
論
的
仮
象

0

0

0

0

0

0

と
い
っ
た
も
の
も
存
在
す
る
。
仮
象
は

与
え
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
の
与
え
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
に
お
い
て
自
分
自
身
を
広
げ
て
見
せ
る
創
造
の
事
実
、
こ
れ
を
私

た
ち
は
人
間
の
経
験
と
呼
ぶ
。
仮
象
が
生
じ
る
の
は
、
妄
想
に
取
り
つ
か
れ
た
純
粋
理
性
の
誤
っ
た
ふ
る
ま
い
を
通
じ
て
、
つ
ま
り
反

省
概
念
の
多
義
性
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
経
験
の
反
省
す
る
自
己
意
識
は
、
最
終
的
に
仮
象
に
よ
っ
て
誘
惑
さ
れ
て
、
真
実
に
は
た
ん
に

フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
に
属
す
る
も
の
を
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
に
数
え
入
れ
る
。
そ
し
て
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
に
属
す
る
も
の
こ
そ
、
経
験
の
内
部
で
は

端
的
に
す
べ
て

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
そ
の
も
の
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
（
ヌ
ー
メ
ノ
ン
性
）
は
、
経
験
的
対
象
と
同
様
に
、
未
知
の
も
の

で
あ
る
（
＝
Ｘ
）。
対
象
の
「
い
か
に
し
て
」
と
同
様
に
、対
象
の
「
何
」
も
知
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
た
し
か
に
あ
ら
ゆ
る
個
々

の
も
の
の
「
何
」
が
知
り
え
な
い
の
は
ま
さ
に
、
そ
の
「
何
」
が
こ
う
し
た
対
象
一
般
の
「
い
か
に
し
て
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
私

た
ち
は
神
を
理
解
し
な
い
か
ら
、
私
た
ち
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
の
事
物
も
理
解
し
な
い
、
ま
た
そ
の
た
め
に

0

0

0

0

0

、
そ
の
対
象
が
一
定
の
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感
性
的
な
意
の
ま
ま
に
な
る
性
質
を
度
外
視
し
て

0

0

0

0

0

い
か
に
し
て
「
あ
る
か
」
と
い
う
、
そ
の
対
象
の
性
状
も
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

先
ほ
ど
示
さ
れ
た
よ
う
に
（o. S. 50

〔「
哲
学
と
道
徳
（
二
）」
一
三
八
頁
〕）、経
験
的
使
用
に
お
け
る
悟
性
は
さ
し
あ
た
り
つ
ね
に
、

超
越
論
的
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
悟
性
は
経
験
の
対
象
を
、
対
象
自
体
と
見
な
す
。
経
験
の
対
象
の
存
在
規
定
に
つ
い
て
は
、
悟

性
は
自
分
の
う
ち
に
ま
っ
た
く
適
正
で
十
分
な
表
象
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
星
空
は
悟
性
に
と
っ
て
は
、
端
的
に
自
己
充
足
し

た
存
在
者
な
ど
と
し
て
「
あ
る
」（
ひ
と
が
啓
蒙
に
お
い
て
そ
う
考
え
た
よ
う
に
）。
空
は
そ
の
ま
っ
た
く
機
械
的
な
法
則
性
と
も
ど
も
、

直
接
的
に
神
の
作
品
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仮
象
は
ど
う
し
て
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
か
に
し
て
そ
の
も
の
と
し
て
の
現
象
世
界
が
悟

性
を
惑
わ
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
か
に
し
て
一
体
そ
も
そ
も
現
象
世
界
は
与
え
ら
れ
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
い
か
に
し
て
存
在
は
経
験
に
お
い
て

与
え
ら
れ
る
の
か
、
と
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
明
ら
か
に
、
こ
う
し
た
際
立
っ
た
事
実
は
内
官

0

0

に
迫
っ
て
く
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
個
々
の
経
験
的
な
表
象
が
私
た
ち
に
そ
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
で
は
な
く
、
私
た

ち
に
内
官
自
体
が
そ
の
も
の
と
し
て
直
観
的
に
な
る
よ
う
に
し
て
、
し
た
が
っ
て
時
間
と
い
う
純
粋
な
直
観
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
よ
う
に
し
て

の
こ
と
で
あ
る
。
時
間
と
は
、
こ
こ
で
仮
象
と
な
り
う
る
「
現
象
」
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
こ
と
は
の
ち
に
（

§26

）、『
純
粋
理
性
批
判
』
の

根
本
問
題
と
し
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
発
端
に
お
い
て
で
も
よ
り
詳
し
く
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
批
判
に
よ
っ
て
道
徳
的
に
啓

蒙
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
で
の
純
粋
悟
性
を
、
時
間
が
惑
わ
す
。
道
徳
的
な
規
準
な
し
で
は
、
実
践
的
生
活
と
科
学
の
悟
性
は
同
じ
よ

う
に
、
次
の
よ
う
な
存
在
論
的
な
誤
謬
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
欲
求
に
指
図
し
私
た
ち
の
探
究
を
要
求
す
る
感

性
的
世
界
が
、
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
誤
謬
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
こ
う
し
た
視
界
を
越
え
出
る
現
存
在
と
科
学
の
ア
ポ

リ
ア
が
現
れ
る
と
、
別
の
よ
り
根
源
的
な
世
界
が
狂
信
的
に
も
し
く
は
思
弁
的
に
そ
の
も
の
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
ひ
と
は
そ
の
世
界

に
入
り
込
ん
で
直
観
し

0

0

0

、
入
り
込
ん
で
感
覚
し

0

0

0

、
も
し
く
は
投
企
し
つ
つ
入
り
込
ん
で
思
考

0

0

せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
超
越
論
的
仮
象

は
取
り
除
か
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
事
態
は
ま
っ
た
く
別
様
で
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
人
間
の
道
徳
性
が
た
ん
に
徳
で
あ
る
こ
と

を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
理
論
的
な
仮
象
が
現
れ
る
こ
と
は
（
道
徳
的
に
－
実
用
的
な
仮
象
と
は
違
っ
て
）、
仮
象
が
見
抜
か
れ
た
と0

し
て
も

0

0

0

何
ほ
ど
か
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
実
際
に
は
あ
ら
ゆ
る
固
有
的
な
、
感
性
の
う
ち
に
（
そ
の
形

式
か
実
質
に
関
し
て
）
存
す
る
仮
象
に
当
て
は
ま
る
。
そ
し
て
仮
象
は
自
分
の
限
界
内
で
は
（
ち
ょ
う
ど
怜
悧
と
同
様
に
）
何
ら
か
完

0

0

0

0

全
に
正
当
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
科
学
は
自
分
の
対
象
と
す
る
星
を
物
自
体
の
よ
う
に
扱
っ
て
か
ま
わ
な
い
し
、
そ
う
扱
う
べ
き
で
も

あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
科
学
が
、
経
験
の
問
い
に
経
験
的
な
答
え
を
与
え
る
人
間
的
な
熟
練
以
上
の
こ
と
を
、
僭
越
に
も
要
求
し
た
り

し
な
い
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
が
。

　

あ
ら
ゆ
る
固
有
な
仮
象
は
、「
感
官
の
仮
象
」（species 

外
見
、apparentia 

現
わ
れ
）と
し
て（A

nthr. 

§11

〔『
人
間
学
』五
一
頁
〕）、

廃
棄
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
（
18
）。
た
と
え
ば
私
は
、
事
物
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
私
の
運
動
と
と
も
に
伸
び
広
が
っ
た
り
縮
小
し
た

り
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
と
て
も
よ
く
知
っ
て
い
て
も
、
事
物
が
遠
近
法
的
に
小
さ
く
な
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
変
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
仮
象
は
こ
こ
で
は
錯
覚

0

0

と
い
う
性
格
を
有
し
、
こ
の
「
眩
惑
と
は
、
思
い
込
ま
れ
た
対
象
が
現
実
の
も
の
で
は
な
い

と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
消
え
な
い
」（A

nthr. 

§13

〔『
人
間
学
』
五
七
頁
〕）。
眩
惑

0

0

（praestigiae

）
は
（ib.

〔
同

頁
〕）、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
感
官
の
仮
象
に
対
す
る
総
括
的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
眩
惑
の
う
ち
で
、
自
然
的
な
も
の
も
し
く
は
錯
覚

0

0

（illusiones

）
が
、
人
工
的
な
も
の
、
つ
ま
り
欺
瞞

0

0

（fraus
）
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
錯
覚
と
は
、
カ
ン
ト
の
言
う
と

こ
ろ
で
は
（ib.

〔
同
頁
〕）、
い
く
ぶ
ん
か
曖
昧
な
例
で
あ
る
が
、
誰
か
に
と
っ
て
〔
衣
服
の
〕
あ
る
色
合
い
が
好
ま
し
く
見
え
る
こ
と

で
あ
る
。
他
方
で
誰
か
が
化
粧
を
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
欺
瞞
で
あ
る
。
錯
覚
は
、
自
然
的
な
眩
惑
と
し
て
、
そ
れ
が
私
に
現
象
す
る
か

ぎ
り
で
の
、
つ
ま
り
事
物
が
私
に
自
分
か
ら
迫
っ
て
く
る
か
ぎ
り
で
の
、
事
物
そ
の
も
の
の
か
ら
生
じ
る
。
だ
か
ら
錯
覚
は
〔
錯
覚
だ

と
い
う
〕
発
見
と
と
も
に
消
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
衣
服
は
人
間
の
印
象
を
変
え
る
、
た
と
え
そ
の
印
象
が
衣
服
に
基
づ
い
て
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い
る
こ
と
を
ひ
と
が
知
っ
て
い
て
も
。
ひ
と
は
錯
覚
へ
と
い
や
い
や
な
が
ら
「
誘
惑
さ
れ
る
」。
欺
瞞
に
よ
っ
て
は
こ
れ
に
対
し
ひ
と

は
「
欺
か
れ
る
」（ib.

〔
同
頁
〕）。
化
粧
を
暴
け
ば
錯
覚
を
「
取
り
去
る
」。「
感
官
の
欺
瞞
と
は
、
当
の
対
象
の
状
態
が
ど
う
な
っ
て

い
る
か
が
知
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
た
ち
ま
ち
そ
の
仮
象
が
瞬
時
に
し
て
消
え
て
し
ま
う
場
合
の
こ
と
を
言
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
手
品
の
わ

ざ
が
こ
れ
に
当
た
る
」（ib.

〔『
人
間
学
』
五
七
頁
〕; vgl. a. U

. V
 377

〔『
判
断
力
』
上
巻
一
九
二
頁
〕）。「
そ
れ
が
ど
う
作
ら
れ
た
か
」

を
私
が
知
る
と
、私
は
事
物
を
作
者
が
狙
っ
て
い
た
よ
う
に
見
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
そ
の
見
え
方
は
人
間
が
意
の
ま
ま
に
し
う
る
、

ま
た
原
則
的
に
は
私
も

0

0

意
の
ま
ま
に
し
う
る
或
る
物
と
見
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
錯
覚
の
消
失
を
、
ト
リ
ッ
ク
の
日
常

的
な
把
握
に
お
い
て
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
が
ま
だ
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
錯
覚
と
そ
の
刺
激
も
続
く
。

ひ
と
が
完
全
に
理
解
す
る
や
い
な
や
、ひ
と
は
（
判
じ
絵
に
お
い
て
も
）
た
だ
ち
に
正
確
に
、以
前
に
は
「
気
づ
か
な
か
っ
た
」
も
の
を
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
仮
象
が
生
じ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
見
て
と
る
。
経
験
に
お
い
て
現
象
す
る
対
象
が
人
間
の
作
品
で
あ
る
な
ら
、
超
越

論
的
仮
象
が
と
ど
ま
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
対
象
が
、そ
の
悟
性
を
私
た
ち
は
理
解
し
な
い
神
の
作
品
で
あ
る
な
ら
、

そ
の
対
象
が
私
た
ち
に
与
え
る
の
は
「
ひ
と
つ
の
錯
覚

0

0

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ど
う
に
も
避
け
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
私
た

ち
に
は
海
が
、
私
た
ち
は
岸
辺
を
見
る
よ
り
も
高
い
光
線
を
通
し
て
沖
を
見
る
ゆ
え
、
岸
辺
よ
り
も
沖
の
ほ
う
が
高
く
見
え
る
の
が
避

け
が
た
い
の
と
同
様
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
天
文
学
者
で
す
ら
、
昇
り
は
じ
め
の
月
が
彼
に
は
い
っ
そ
う
大
き
く
見
え

る
の
を
避
け
ら
れ
え
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
天
文
学
者
は
、こ
の
仮
象
に
よ
っ
て
欺
か
れ
は
し
な
い
の
だ
が
。」（r. 

V
. A

 297

）。
超
越
論
的
仮
象
は
知
識
を
欠
い
た
能
無
し
に
と
っ
て
だ
け
眩
惑
で
あ
る
わ
け
で
も
、欺
瞞
だ
ら
け
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
よ
っ

て
こ
し
ら
え
ら
れ
た
の
で
も
な
く
、ひ
と
つ
の「
自
然
的

0

0

0

で
避
け
が
た
い
錯
覚

0

0

」で
あ
る（r. V

. A
 298

）。
そ
う
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

一
般
に
「
目
く
ら
ま
し
」
も
し
く
は
「
魔
法
」（fascinatio

）
の
危
険
が
成
り
立
つ
。
つ
ま
り
、
ひ
と
が
自
分
自
身
の
感
官
を
信
用
し

な
い
と
い
う
危
険
が
生
じ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、「
情
念
に
溺
れ
て
衰
弱
し
た
連
中
に
と
り
わ
け
」
生
じ
や
す
い
（A

nthr. 

§13

〔『
人
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間
学
』
五
七
〜
八
頁
〕）。
人
間
の
理
性
の
情
念
は
、
自
然
的
な
錯
覚
に
お
い
て
、
つ
ね
に
誘
惑
し
て
い
る
。
道
徳
的
な
公
開
性
と
い
う

徳
な
く
し
て
は
、
日
常
的
も
し
く
は
科
学
的
な
感
覚
世
界
の
「
先
走
っ
た
あ
り
方
」
か
ら
確
信
を
持
っ
て
自
分
を
引
き
離
す
の
は
可
能

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
純
粋
な
理
論
的
理
性
は
不
断
に
つ
か
の
間
の
混
乱
に
陥
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
混
乱
は

「
い
つ
で
も
取
り
除
か
れ
る
必
要
が
あ
る
」（r. V

. A
 298

）。こ
れ
が
思
弁
的
理
性
の
批
判
が
差
し
迫
っ
て
必
要
な
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
。

　

超
越
論
的
仮
象
へ
の
問
い
と
い
う
、
精
確
な
形
式
に
お
け
る
批
判
的
問
題
の
発
見
は
、
思
弁
的
理
性
が
巻
き
込
ま
れ
る
矛
盾

0

0

に
よ
っ

て
生
じ
た
。
純
粋
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
こ
そ
が
、
カ
ン
ト
を
「
独
断
論
の
ま
ど
ろ
み
か
ら
は
じ
め
て
目
覚
め
さ
せ
、
理
性
批
判
そ
の

も
の
へ
と
駆
り
立
て
、
こ
う
し
て
理
性
の
見
か
け
上
の
自
己
矛
盾
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
取
り
除
い
た
」（Brief an Garve v. 21. 

Sept. 1798, X
 352

〔
カ
ン
ト
『
書
簡
Ⅱ
』
木
阪
貴
行
・
山
本
精
一
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
22
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
三
八
一
頁
〕; 

vgl. ferner Refl. II N
r. 2-5 und Erdm

ann in der Einl. dazu S. X
X

X
V

 ff.

）。逆
に
言
え
ば
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
は
、

存
在
の
批
判
的
解
釈
が
真
理
で
あ
る
こ
と
の
確
証
（「
間
接
的
証
明
」）
で
あ
る
。
こ
の
批
判
的
解
釈
は
、
感
性
の
真
の
本
性
へ
の
注
意

に
お
い
て
（「
超
越
論
的
感
性
論
」
に
お
い
て
）
切
り
拓
か
れ
る
（r. V

. B X
V

 ff. u. X
V

IIIf. A
.

）。
ま
っ
た
く
経
験
的
仮
象
の
場
合

の
よ
う
に
、
悟
性
は
超
越
論
的
な
所
与
に
つ
い
て
の
新
た
な
解
釈
を
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
人
間
の
「
事
実
性
」
の
新
た
な
解
釈
を
、
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
解
決
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
完
全
に
概
観
し
つ
つ
、
哲
学
的
な
現
象
を
判
定
す
る
た
め

の
自
由
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
概
観
が
カ
ン
ト
の
ヘ
ル
ツ
に
宛
て
た
有
名
な
叙
述
を
特
徴
づ
け
て
い
る（v. J. 1772

〔『
書
簡
Ⅰ
』

六
六
頁
以
下
〕; vgl. a. r. V

. 

§
§14 u. 27

）。
そ
の
新
た
な
解
釈
こ
そ
が
カ
ン
ト
を
、そ
れ
以
前
の
哲
学
者
た
ち
と
の
関
係
に
お
い
て
、

数
学
と
自
然
科
学
を
模
範
と
し
た
方
法
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
る
こ
と
に
な
る
（r. V

. 2. V
orr.

）。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
天
体
の
運
動
を

把
握
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、惑
星
の
軌
道
に
つ
い
て
の
天
動
説
の
見
解
の
錯
覚
を
見
抜
い
た
よ
う
に
、批
判
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

を
理
由
と
し
て
、
感
性
一
般
に
お
け
る
存
在
論
的
な
錯
覚
を
見
抜
く
こ
と
を
教
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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第
二
四
節　

カ
ン
ト
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
「
経
験
論
」
の
存
在
理
念

　

啓
蒙
と
い
う
問
題
の
ふ
た
つ
の
側
面
―
―
目
の
前
に
あ
る
概
念
の
啓
蒙
と
啓
蒙
す
る
理
性
自
身
の
啓
蒙
（o. S. 129 ff.

〔
本
訳
稿

一
五
八
頁
以
下
〕）
―
―
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
互
い
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
は
非
理
性
的
な
も
の
な
い
し
は
理
性

外
的
な
も
の
に
批
判
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、そ
の
も
の
と
し
て
の
理
性
自
体
も
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
ル
ソ
ー
に
お
い
て
学
び
、
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
を
哲
学
す
る
啓
蒙
そ
の
も
の
の
道
徳
的
な
規
準
へ
と
導
い
た
。

と
は
い
え
道
徳
的
に
啓
発
さ
れ
た
哲
学
が
形
而
上
学
的
な
仮
象
に
つ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
こ
の
哲
学
は
、
今
や

情
念
抜
き
で
見
通
し
う
る
人
間
悟
性
の
、
な
い
し
は
経
験
の
、
真
の
性
状
か
ら
生
じ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
経
験
の
事
実

性
が
、
こ
こ
で
は
誤
り
へ
と
誘
惑
し
た
の
で
あ
る
。
問
題
の
状
況
全
体
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
経
験
だ
け
が

0

0

0

0

0

超
越
論
的
な
真
理
の
「
試

金
石
」
を
手
渡
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
々
の
経
験
が
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
経
験
と
い
う
事
実
が
で

あ
る
が
。
こ
れ
こ
そ
が
、
カ
ン
ト
が
そ
こ
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
哲
学

0

0

0

0

0

0

の
伝
統
に
接
続
す
る
論
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
ル
ソ
ー
を
別
に
す

れ
ば
、
哲
学
者
た
ち
の
な
か
で
も
ヒ
ュ
ー
ム

0

0

0

0

に
も
っ
と
も
多
く
を
負
っ
て
い
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
と

カ
ン
ト
の
著
作
に
お
け
る
教
説
の
内
容
を
比
較
し
、
ま
た
カ
ン
ト
が
ど
れ
ほ
ど
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
主
義
と
精
密
科
学
と
の
関
係
に
お
い

て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

0

0

0

0

0

0

と
近
い
立
場
に
あ
っ
た
か
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
逆
説
的
に
も
見
え
う
る
。
し
か
し
ひ
と
が
カ
ン
ト
の
批
判
の
き
っ

か
け
（
数
学
、
純
粋
な
自
然
科
学
、
形
而
上
学
）
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
諸
科
学
に
対
す
る
存
在
論
的
な
規
準
と
い
う

問
題
系
や
、
諸
科
学
の
可
能
性
へ
の
問
い
を
も
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
歴
史
叙
述
的
な
判
断
に
対
し
て
も
完
全
に
一
義
的
に
、



196

啓
蒙
と
し
て
の
批
判
の
、（
明
白
に
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
事
実
的
に
は
）
イ
ギ
リ
ス
人
を
そ
の
「
経
験
主
義
」
へ
と
導
い

た
の
と
同
じ
根
本
傾
向
と
の
統
一
が
、
現
わ
れ
出
て
く
る
。

　

目
下
の
研
究
は
こ
う
し
た
広
大
な
、
な
お
い
ま
だ
十
分
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
連
関
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
19
）。
本
研
究

に
で
き
る
の
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
、「
経
験
一
般
」
へ
の
訴
え
の
根
底
に
あ
る
「
経
験
主
義
的
な
」
存
在
理
念

0

0

0

0

を
示
す
こ
と
だ
け
で

あ
る
。
こ
の
「
存
在
者
」
に
お
い
て
「
存
在
」
を
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
理
念
は
、
古
い
神
学
的
な
形
而
上
学
（
神
）
の
地
平
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
地
平
、し
か
も
さ
ら
に
合
理
主
義
的
な
普
遍
数
学
と
も
異
な
る
地
平
か
ら
生
じ
た（o. S. 31

〔「
哲
学
と
道
徳（
一
）」

一
八
四
頁
〕）。
存
在
者
の
存
在
を
、
際
立
っ
た
、「
真
な
る
」
存
在
者
か
ら
理
解
す
る
の
が
必
然
的
で
あ
る
な
ら
、
人
間
が
何
へ
と

0

0

0

自

分
の
視
線
を
根
源
的
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

存
在
者
を
人
間
が
存
在
論
的
な
基
準
を
与
え
る
も
の
と
考
察
す
る
か
は
、
明
ら
か
に
理

解
す
る
人
間
の
存
在
の
存
在
様
式
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
り
精
確
に
語
る
な
ら
―
―
こ
の
「
選
択
」
は
ま
さ
し
く
恣
意
的
な
も

の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
―
―
存
在
論
的
な
問
題
設
定
は
根
源
的
な
統
一

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
、
基
準
を
与
え
る
存
在
者
と
そ
れ
に
対
応
す
る
存
在

様
式
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
存
在
様
式
に
よ
っ
て
、
存
在
と
い
っ
た
よ
う
な
或
る
も
の
が
問
わ
れ

0

0

0

う
る
も
の
な
の
か
ど
う
か

0

0

0

0

0

0

が
、

ま
た
い
か
な
る
意
味
で

0

0

0

0

0

0

0

問
わ
れ
う
る
の
か
が
、
あ
ら
か
じ
め
印
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
存
在
論
そ
れ
自
体
そ
の
も
の

は
た
し
か
に
理
解
さ
れ
う
る
し
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
と
は
い
え
存
在
論
は
自
分
自
身
を
基
礎
づ
け
る

0

0

0

0

0

こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
の
が
、
カ
ン
ト
の
本
質
的
な
洞
察
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
分
－
自
身
を
－
基
礎
づ
け
る
者
の
存
在
は
、
自
分
－
自
身
の
－
理
解
を
持
つ

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
で
き
な
い
の
は
、
哲
学
す
る
探
究
の
「
自
律
」
は
、
自
分
に
固
有
の
事
実
性
を
決
し
て
（
原
則
的

に
見
通
す
と
い
う
形
式
に
お
い
て
で
も

0

0

）
支
配
す
る

0

0

0

0

こ
と
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
律
は
む
し
ろ
そ
の
事
実
性
を
―

―
問
い
の
余
地
な
く
、
も
し
く
は
懐
疑
し
つ
つ
―
―
自
分
の
そ
の
つ
ど
の
未
来
に
固
有
の

0

0

0

可
能
性
と
し
て
、「
強
要
さ
れ
つ
つ
」、
し
か

も
そ
れ
で
も
自
発
的
に
、
引
き
受
け

0

0

0

0

う
る
（
20
）。
存
在
論
の
真
の
導
き
の
糸
を
ど
の
領
野
に
求
め
る
か
と
い
う
問
い
は
―
―
た
ん
に
言
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葉
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
事
象
へ
の
固
有
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
真
剣
に

0

0

0

立
て
ら
れ
る
な
ら
―
―
科
学
の
研
究
者
の
問

い
で
は
も
は
や
な
く
、
哲
学
者
が
そ
の
た
だ
中
に
い
る
生
の
問
い
で
あ
る
。
真
剣
に
、
つ
ま
り
は
根
元
的
に
、
ど
の
よ
う
な
存
在
者
が

自
分
に
と
っ
て
基
準
を
与
え
る
も
の
た
り
う
る
か
、
し
た
が
っ
て
ど
の
実
存
が
自
分
に
と
っ
て
可
能
で
あ
る
か
と
、
疑
う
者
が
、
存
在

の
問
い
を
科
学
的
な
存
在
論
の
意
味
で
立
て
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
し
、
ま
し
て
や
そ
う
し
た
意
味
で
答
え
を
出
す
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
科
学
的
に
研
究
す
る
者
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
つ
ね
に
す
で
に
（
明
白
に
で
は
な
い
に
し
て
も
）「
真
の
」
存
在
者
に
対
す
る
明

る
み
の
う
ち
に
あ
る
。
た
だ
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
は
こ
れ
で
ま
た
、
そ
の
決
定
に
研
究
者
が
研
究
者
と
し
て
寄
与
し
て
い
る
実
存
論
的

な
問
題
が
、
総
括
的
に

0

0

0

0

解
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
意
味
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
独
断
論
的
で
は
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
科
学
的
な
存
在

解
釈
は
、
事
柄
が
批
判
的
に
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
に
服
す
る
。
こ
の
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
、
他
者
に

0

0

0

同
意
し
た
り
拒

絶
し
た
り
す
る
判
断
に
お
い
て
さ
し
あ
た
り
理
解
し
う
る
。

　

ひ
と
が
カ
ン
ト
の
よ
う
に
存
在
論
の
地
平
が
理
解
可
能
な
仕
方
で
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
な
ら
ば
、「
存

在
」
と
い
う
、
こ
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
先
行
す
る
も
の
、
こ
の
観
点
に
お
い
て
私
た
ち
が
存
在
者
を
そ
の
も
の
と
し
て
言
明
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
が
、
そ
れ
自
体
は
自
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
存
在
者
の
観
点
に
お
い
て
は
理
解
さ
れ
え
ず
、
し
か
も
存
在

0

0

の
観
点
に
お

い
て
も
理
解
さ
れ
え
ず

0

0

、
際
立
っ
た
存
在
者
の
観
点
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
立
っ
た
存
在
者

の
優
位
は
、
そ
れ
が
自
分
自
身
を

0

0

0

0

0

理
解
し
う
る
も
の
に
し

0

0

、
し
た
が
っ
て
自
分
を
構
成
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
（
21
）。
ス
コ
ラ
的

な
存
在
論
は
事
態
を
、「
神
は
自
分
の
存
在

0

0

0

0

0

で
あ
る
（
つ
ま
り
そ
の
本
質
と
実
存
で
あ
る
）」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
表
現
し
た
。
―
―
啓
蒙

は
こ
れ
に
対
し
て
存
在
論
を
、
何
か
自
明
で
因
習
的
な
も
の
と
し
て
し
か
知
ら
な
い
。
啓
蒙
は
そ
の
眼
差
し
を
、
も
は
や
教
会
に
よ
っ

て
導
か
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
で
人
間
が
現
世
的
に

0

0

0

0

生
き
る
圏
域
に
向
け
る
。
啓
蒙
は
哲
学
的
な
真
理
の
規
準
を
、「
真
理
そ
の
も
の
」

と
し
て
の
神
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
真
理
を
求
め
、
自
分
の
対
象
を
現
に
持
つ
認
識
作
用
そ
の
も
の
の
う
ち
に
求
め
る
。
こ
う
し
た
眼



198

差
し
の
転
換
は
、
こ
の
転
換
が
「
理
性
」
に
自
分
の
地
平
を
弁
護
的
に
発
掘
す
る
権
利
を
許
す
か
ぎ
り
で
は
、
教
会
の
教
え
に
疎
遠
な

も
の
で
は
な
い
。
だ
が
こ
の
方
向
づ
け
は
そ
れ
で
も
「
自
由
」
の
名
の
も
と
に
、
分
か
ち
が
た
く
他
の
基
準
を
与
え
る

0

0

0

0

0

0

眼
差
し
の
方
向

と
結
び
つ
い
た
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
眼
差
し
の
方
向
は
、
創
造
さ
れ
た
も
の
と
い
う
概
念
と
、
創
造
を
「
恩
寵
」
に
お
い
て

新
た
に
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。「
合
理
主
義
」
に
と
っ
て
は
こ
れ
に
対
し
、
表
象
作
用
の
自
己
意
識
は
、（
も
ち
ろ
ん
後
の
こ
と

だ
が
）「
啓
蒙
」
と
い
う
表
現
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
何
か
そ
れ
自
体
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
根
源
的
に
そ
し
て
そ

れ
自
体
そ
の
も
の
に
お
い
て
真
な
る
も
の
は
、
こ
こ
で
は
本
質
的
に
自
分
自
身
を
意
の
ま
ま
に
す
る
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
表
象
作
用

で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、「
自
分
が
思
惟
す
る
の
を
思
惟
す
る
こ
と
」
と
「
明
晰
に
し
て
判
明
な
表
象
」
が
真
理
の
基
準
と

な
っ
た
。
自
分
の
固
有
の
洞
察
す
る
目
だ
け
を
信
じ
よ
う
と
す
る
探
究
者
に
と
っ
て
は
、
真
理
は
確
実
性

0

0

0

と
な
っ
た
。
つ
ま
り
つ
ね
に

ま
た
本
質
的
に
明
ら
か
な
仕
方
で
確
実
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

真
理
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
真
理
に
つ
い
て
ひ
と
は
自
ら
確
信
を

0

0

0

0

0

持
つ
（
22
）。
良
心
の

真
理
は
自
分
を
明
証
さ

0

0

0

と
し
て
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
数
学

0

0

が
存
在
理
解
に
対
し
て
優
位
を

持
つ
こ
と
に
な
る
。「
経
験
主
義
」
は
こ
れ
に
対
し
、「
合
理
主
義
」
と
確
実
性
へ
の
傾
向
を
分
か
ち
持
つ
の
だ
が
、
ま
っ
た
く
異
な
る

0

0

0

0

0

0

0

種
類
の
自
己
意
識

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
出
発
す
る
。
経
験
主
義
に
と
っ
て
は
洞
察
的
な
も
の
、
明
晰
な
も
の
や
判
明
な
も
の
が
真
に
確
実
な
の
で
は
な

く
、迫
っ
て
く
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

が
確
実
で
あ
る
。
合
理
主
義
的
な
存
在
理
念
に
つ
い
て
語
り
う
る
と
す
れ
ば
（o. S. 31

〔「
哲
学
と
道
徳
（
一
）」

一
八
四
〜
五
頁
〕）、
こ
の
存
在
理
念
は
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
を
基
礎
づ
け
う
る

0

0

0

0

0

0

確
実
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
し
て
経
験
主

義
の
存
在
理
念
は
、
迫
っ
て
く
る
と
い
う
仕
方
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

確
実
な
も
の
の
優
位
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
経
験
主
義
が
基
づ
く
の
は
、
カ
ン
ト
の

言
葉
に
よ
れ
ば
（pr. V

. V
14

〔『
実
理
』
一
三
八
頁
〕）「
感
じ
ら
れ
た

0

0

0

0

0

必
然
性
で
あ
る
が
、
合
理
主
義
は
洞
察
さ
れ
た

0

0

0

0

0

必
然
性
に
基

づ
く
」。
ひ
と
が
そ
の
「
強
固
な
」
現
実
性
に
よ
っ
て
確
信
し
う
る
も
の
の
特
性
は
、
現
存
在
の
根
本
的
な
可
能
性
に
対
応
し
て
い
る
。

こ
の
可
能
性
は
個
々
の
思
索
者
の
特
殊
で
稀
な
状
況
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
誰
も
が
」
送
る
よ
う
な
、
日
常
の
、「
用
務
」



カ
ン
ト
の
批
判
に
お
け
る
哲
学
と
道
徳
（
五
）

199

に
捧
げ
ら
れ
た
生
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
政
治
家
に
な
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
が
、そ
の
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
、「
印
象
」

が
デ
カ
ル
ト
的
な
コ
ギ
ト
以
上
の
も
と
の
な
っ
た
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
は
自
分
自
身
の
手
を
引
い
た
哲
学
や
科
学
の
問
い
へ
の

従
事
が
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
解
決
に
対
し
て
何
ら
決
定
的
な
も
の
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
の
地

平
は
特
殊
に
「
哲
学
的
」
で
あ
る
の
で
も
、
珍
し
い
「
哲
学
的
生
活
」
に
と
っ
て
だ
け
到
達
し
う
る
も
の
で
も
な
く
、
日
常
的
な
用
務

的
に
－
社
交
的
な
共
同
相
互
存
在
で
あ
る
。
ひ
と
は
た
し
か
に
特
殊
に
哲
学
的
に
「
学
校
的
に
」
問
う

0

0

こ
と
は
で
き
る
が
、
ひ
と
が
答

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
た
し
か
に
「
日
常
生
活
」
や
「
日
々
の
経
験
」
の
観
点
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
日
常
的
な
も
の
へ
の
こ
の

制
限
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
は
快
適
で
自
然
的
な
満
足
で
は
な
く
、
学
校
の
独
断
論
と
懐
疑
的
な
抵
抗
運
動
を
す
で
に
背
後
に
持
つ
、

哲
学
の
成
果
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
日
常
の
生
活
を
、
哲
学
の
ま
っ
た
く
新
し
い
地
盤

0

0

と
し
て
意
識
し
て
い
た
。
思
弁
的
な
理
性
は
自

分
の
試
金
石
を
事
象
そ
の
も
の
に
打
ち
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
懐
疑
主
義
も
そ
の
軌
道
の
う
ち
に
あ
る
学
校
の
根
本
概

念
は
、
原
則
的
に
批
判
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
批
判
が
方
法
論
的
に
扱
う
基
準
が
、
印
象

0

0

な
の
で
あ
る
（
23
）。

　

ヒ
ュ
ー
ム
自
身
は
本
来
的
な
意
味
で
の
「
懐
疑
論
的
な
」
懐
疑
者
た
ろ
う
と
思
わ
な
か
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
懐
疑
の
横
槍
を
反
駁
し

え
な
い
も
の
と
見
な
す
と
き
に
も
、
彼
の
「
穏
和
な
」（
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
的
な
）
懐
疑
主
義
に
と
っ
て
は
、
日
常
的
な
生
が
、
一
般

に
解
決
し
う
る
問
題
に
対
す
る
、
積
極
的
で
完
全
に
一
義
的
な
答
え
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト

0

0

0

が
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
与
え
て
い
た
原
因

性
の
概
念
の
啓
蒙
を
懐
疑
主
義
的
な

0

0

0

0

0

0

も
の
と
考
察
す
る
と
き
に
は
、ヒ
ュ
ー
ム
の
批
判
の
地
盤
が
攻
撃
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

そ
の
設
定
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
カ
ン
ト
の
「
明
敏
な
先
行
者
」
で
あ
る
（Prol. IV

 8f.

〔『
プ
ロ
レ
』
一
九
四
頁
〕）
問
題
が
押
し
や

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
懐
疑
的
だ
と
（
そ
し
て
ま
た
非
批
判
的
だ
と
）
カ
ン
ト
が
見
な
し
た
の
は
、
迫
っ
て
く
る
あ
り
方
と
い

う
基
準
で
は
な
く
、こ
の
基
準
そ
の
も
の
の
理
解
可
能
性
の
欠
如

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
解
釈
の
歩
み
が
示
し
た
の
は
、カ
ン
ト
に
と
っ

て
も
生
の
経
験
が
、
根
源
的
に
確
実
な
、
万
人
に
と
っ
て
手
の
届
く
領
域
の
発
見
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
領
域
へ
と
、
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懐
疑
的
な
「
学
派
」
も
ま
た
、
そ
れ
が
地
盤
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
身
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が

啓
蒙
が
感
性
に
自
立
的
で
（
形
式
に
関
し
て
も
実
質
に
関
し
て
も
）
人
間
に
対
し
て
完
全
に
基
準
を
与
え
る
認
識
源
泉
と
し
て
依
拠
す

る
な
ら
、
啓
蒙
は
、
真
に
批
判
的
に
、
つ
ま
り
裁
く
も
の
と
し
て
実
存
し
う
る
た
め
に
、
規
準
で
あ
る
感
性
を
そ
の
も
の
と
し
て
、
ま

た
そ
れ
に
対
し
て
感
性
が
規
準
で
あ
る
理
性
を
も
、
と
も
に
啓
蒙
す
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
生
活
の
知
恵
が
「
日

常
生
活
」
を
信
頼
す
れ
ば
よ
く
、
こ
う
し
た
圏
域
に
お
い
て
哲
学
す
る
理
性
を
問
う
必
要
が
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は

0

0

0

0

、
生

そ
の
も
の
の
隠
れ
た
、
悪
し
き
独
断
論
を
見
抜
い
て
い
た
し
、
生
の
経
験
は
た
し
か
に
唯
一
の

0

0

0

形
而
上
学
の
啓
蒙
の
可
能
性
を
含
ん
で

い
る
が
、
こ
の
唯
一
の
可
能
性
そ
の
も
の
が
、
自
ら
を
道
徳
的
に
正
当
な
も
の
と
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
救
い
が
た
く
実
存
的
な
ア
ポ
リ

ア
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
こ
と
も
見
て
い
た
。
道
徳
性
が
は
じ
め
て
、
迫
っ
て
く
る
あ
り
方
と
い
う
規
準
を
一
義
的
に
し
、
そ
の
基
礎

づ
け
え
な
い
あ
り
方
に
お
い
て
理
解
し
う
る
も
の
に
す
る
。
経
験
が
唯
一
確
実
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
上
に
私
た
ち
が
立

つ
べ
き

0

0

で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
場
所
」
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
が
従
事
し
た
悟
性
の
探
究
に
、

感
性
の
超
越
論
的
な
啓
蒙
と
、
哲
学
す
る
理
性
の
啓
蒙
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
理
性
の
啓
蒙
に
よ
っ
て
啓
蒙
は
、
は
じ
め

て
真
に
批
判
的
に

0

0

0

0

（
つ
ま
り
自
律
と
い
う
意
味
に
お
い
て
）
な
る
。
自
律
を
権
利
問
題
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
（o. S. 134

〔
本

訳
稿
一
六
六
頁
〕）、
カ
ン
ト
の
ア
プ
リ
オ
リ
主
義
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
主
義
の
固
有
性
は
、
感
性
的
直

観
の
ア
プ
リ
オ
リ
の
発
見
の
う
ち
に
あ
る
。

　

確
実
性
こ
そ
、
カ
ン
ト
が
思
弁
的
な
も
の
の
批
判
に
お
い
て
何
よ
り
問
題
と
し
て
い
た
も
の
だ
が
、
こ
の
確
実
性
は
自
発
的
な
思
考

の
自
己
確
実
性
に
お
い
て
は
形
式
に
関
し
て
だ
け
見
出
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
形
式
は
思
考
さ
れ
た
も
の
に
お
い
て
自
ら
産
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
私
た
ち
は
端
的
に
支
配
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
実
質
に
関
し
て
あ
ら
ゆ
る
思
考
は
受
容
性
へ
と
連
れ
戻
さ
れ

る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
確
実
で
あ
る
の
は
、
私
た
ち
が
関
与
せ
ず
と
も
私
た
ち
に
迫
っ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
―
―
倫
理
法
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則
に
似
て
―
―
自
分
の
側
か
ら

0

0

0

0

0

0

自
分
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
対
象
の
存
在
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
か
ら
与
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
理
性
の
使
用
を
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
経
験
の
領
野
を
越
え
て
独
断
論
的
に
押
し
進
め
な
い
」と
い
う
の
が「
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
則
」

で
あ
る
（Prol. IV

 115

〔『
プ
ロ
レ
』
三
三
八
頁
〕）。
カ
ン
ト
は
こ
の
原
則
を
引
き
受
け
る
が
、
こ
れ
に
別
の
原
則
を
結
合
す
る
。
そ

の
原
則
と
は
、「
ヒ
ュ
ー
ム
が
ま
っ
た
く
の
と
こ
ろ
見
落
と
し
た
、
可
能
的
経
験
の
領
野
を
、
私
た
ち
の
理
性
の
眼
の
な
か
で
そ
れ
自

身
を
限
界
づ
け
る
よ
う
な
も
の
と
は
見
な
さ
な
い
」
と
い
う
原
則
で
あ
る
（ib.

〔
同
頁
〕）。
経
験
と
い
う
事
実
は
、
独
断
論
的
な

0

0

0

0

0

仕
方

で
規
準
と
し
て
役
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
理
性
の
越
権
の
代
わ
り
に
、
経
験
の
越
権
が
人
間
の
本
性
か
ら
出
て

く
る
。
物
自
体
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
人
間
的
な
可
能
性
を
越
え
出
て
い
る
。「
し
か
し
他
方
で
は
、
も
し
私
た
ち

が
ま
っ
た
く
い
か
な
る
物
自
体
そ
の
も
の
を
も
認
容
し
よ
う
と
し
な
い
と
し
た
ら
、
い
い
か
え
れ
ば
、
私
た
ち
の
経
験
を
、
物
の
唯
一

可
能
な
認
識
様
式
と
称
し
、
し
た
が
っ
て
、
空
間
お
よ
び
時
間
に
お
け
る
私
た
ち
の
直
観
を
、
そ
れ
の
み
が
可
能
な
直
観
と
称
し
、
私

た
ち
の
論
弁
的
な
悟
性
を
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
悟
性
の
原
型
と
称
し
よ
う
と
す
る
と
し
た
ら
、
し
た
が
っ
て
、
経
験
の
可
能
性
の
諸
原

理
を
物
自
体
そ
の
も
の
の
普
遍
的
諸
条
件
と
考
え
て
ほ
し
い
と
思
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
さ
ら
に
大
き
な
不
合
理
で
あ
ろ
う
。〔
改

段
落
〕
そ
れ
だ
か
ら
、
理
性
の
使
用
を
可
能
的
経
験
に
制
限
す
る
私
た
ち
の
諸
原
理
は
、
も
し
ひ
と
つ
の
慎
重
な
批
判
が
、
私
た
ち
の

理
性
の
限
界
を
そ
の
経
験
的
使
用
に
関
し
て
も
見
張
っ
て
、
理
性
の
諸
々
の
越
権
を
抑
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム

0

0

0

0

の
『
対
話
』

が
そ
の
実
例
と
な
り
う
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
も
超
越
的

0

0

0

に
な
る
」（Prol. IV

 105

〔『
プ
ロ
レ
』
三
二
四
〜
三
二
五
頁
〕）。
明
ら
か

で
あ
る
の
は
、
越
権
が
さ
し
あ
た
り
存
す
る
の
は
、
理
性
が
何
を

0

0

主
張
す
る
か
に
で
は
な
く
、
い
か
に

0

0

0

理
性
が
主
張
し
つ
つ
実
存
す
る

か
に
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
独
断
論
的
な
経
験
主
義
に
お
い
て
は
理
性
も
ま
た

0

0

0

自
由
で
は
な
い
。
理
性
は
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を

見
通
し
て
い
な
い
。
カ
ン
ト
の
批
判
は
独
断
論
と
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
正
し
い
問
題
設
定
に
も
関
わ
ら
ず
陥
っ
た
懐
疑
主
義
の
、
中
道
を
進

ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
「
中
道
」
は
、
い
わ
ば
機
械
的
に
両
者
か
ら
何
も
の
か
を
受
け
と
る
こ
と
で
は
な
く
、「
ひ
と
が
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諸
原
理
に
従
っ
て
厳
密
に
規
定
し
う
る
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
（ib. 

§58 Schl.

〔『
プ
ロ
レ
』
三
三
九
頁
〕）。
物
自
体
を
計
算
に
入

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
自
体
は
人
間
に
は
認
識
可
能
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
創
造

0

0

を
計
算
に
入
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
中
道
に
よ
っ
て
救
お
う
と
し
た
の
は
、
現
代
の
諸
解
釈
に
よ
っ
て
ひ
と
が
そ
う
考
え
う
る
よ
う
に
、
数
学
と

自
然
科
学
で
は
な
く
て
、
有
神
論

0

0

0

で
あ
る
（Prol. 

§58 letzt. A
bs.

〔『
プ
ロ
レ
』
三
三
八
〜
三
三
九
頁
〕）。
し
か
も
啓
蒙
さ
れ
た
生

の
経
験
に
対
立
し
て

0

0

0

0

で
は
な
く
、そ
の
生
の
経
験
の
た
め
に

0

0

0

0

救
う
の
で
あ
る
。
科
学
も
形
而
上
学
的
な
深
慮
も
、カ
ン
ト
は
危
険
に
陥
っ

て
い
る
と
は
見
な
い
。
そ
の
も
の
と
し
て
の
科
学
は
結
局
は
自
分
自
身
で
立
っ
て
い
る
し
、
形
而
上
学
に
は
た
ん
に
権
利
が
与
え
ら
れ

る
。
だ
が
生
そ
の
も
の
は
経
験
主
義
の
「
浅
は
か
さ
」
に
対
し
て
支
え
を
必
要
と
す
る
、
な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
浅
は
か
さ
は
悪0

を
覆
い

隠
す
か
ら
で
あ
る
。
悪
が
可
視
的
な
も
の
に
な
る
の
は
、ひ
と
が
そ
れ
を
正
確
に
規
定
さ
れ
た
原
理

0

0

に
よ
っ
て
測
定
す
る
場
合
で
あ
る
。

責
任
の
あ
る
、
自
発
的
な
悟
性
認
識
の
批
判
的
な
自
己
意
識
な
し
で
は
、
経
験
は
そ
の
規
準
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
探
究
し
う
る
こ
と
が
断
念
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
ひ
と
は
な
お
、
人
間
の
本
性
と
感
性
の
根0

拠0

を
問
う
よ
う
に
誘
惑
さ
れ
る
。
誘
惑
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
隠
さ
れ
た
、
つ
ま
り
私
的
な

0

0

0

形
態
で
遂
行
さ
れ
た
。
経
験
に
制
限

さ
れ
た
あ
り
方
は
、
規
準
的
な
事
実
に
よ
っ
て
、
自
己
充
足
し
た
懐
疑
主
義
の
根
拠
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
自
然
神
学
的

な
神
の
証
明
へ
の
異
論
を
人
格
的
な
神
へ
の
不
信
に
し
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
（
24
）。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
こ
と
で
、
自
然
現
象
の
存
在

様
式
へ
の
眼
差
し
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
様
式
は
実
際
に
、
他
の
有
意
味
な
解
釈
の
可
能
性
な
し
に
、
創
造
の
理
念
を
手
渡
す

―
―
そ
れ
が
一
般
に

0

0

0

解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
（U

. V
 499f.

〔『
判
断
力
』
下
巻
九
五
頁
〕）。
端
的
に
受
け
と
ら
れ
る
べ
き
、
人
間
の
感
性

と
人
間
の
悟
性
の
事
実
性
が
、
仮
象
な
し
に
自
分
を
示
す
の
は
、
両
者
が
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
ま
た
創
造
さ
れ
た
も
の
が
道
徳

的
に
指
し
示
さ
れ
た
理
解
の
地
平
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
把
捉
さ
れ
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
主
義
は
通
過
す
べ
き

理
性
に
と
っ
て
の
「
休
息
所
」
で
あ
っ
て
、「
永
住
す
る
た
め
の
居
住
地
で
は
な
い
」（r. V

. A
 761

）。「
私
の
無
知
に
つ
い
て
の
意
識
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は
（
そ
の
無
知
が
同
時
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
）、
私
の
研
究
を
終
わ
ら
せ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で

は
な
く
て
、
む
し
ろ
私
の
研
究
を
呼
び
さ
ま
す
本
来
の
原
因
で
あ
る
」（r. V

. A
 758

）。
私
の
無
知
の
「
観
察
」
は
、
私
を
第
一
の
認

識
源
泉
の
「
根
拠
づ
け
」
へ
と
、
つ
ま
り
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
根
拠
に
よ
る
」
限
界
づ
け
へ
と
駆
り
立
て
ざ
る
を
え
な
い
（ib.

）。
と
い

う
の
も
そ
う
し
た
も
の
に
お
い
て
の
み
「
完
全
な
確
実
性
」
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（ib. 761 f.; vgl. a. U

. 

§89

〔『
判
断
力
』

下
巻
一
五
〇
頁
以
下
〕 und r. V

. A
 395 f.

）。
こ
の
確
実
性
は
「
経
験
的
な
」
確
実
性
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
こ
れ
は
合
理
的
な

0

0

0

0

自
己
意
識
に
お
け
る
確
実
性
で
あ
り
、
知
覚
で
は
な
く
学
問
の
確
実
性
で
あ
る
（r. V

. A
 758 f.

）。

　

事
実
的
な
創
造
に
お
い
て
割
り
当
て
ら
れ
た
場
所
を
守
る
こ
と
は
、
理
論
に
と
っ
て
は
そ
の
限
界

0

0

を
守
る
こ
と
と
し
て
示
さ
れ
る
。

「
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
則
」
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
訂
正
は
（『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
に
お
い
て
も
）、「
限
界
」

と
「
制
限
」
の
区
別
に
よ
っ
て
正
確
に
表
現
さ
れ
る
。「
限
界
（
延
長
を
有
す
る
存
在
者
に
お
け
る
）
は
、
あ
る
一
定
の
場
所
の
外
部

に
見
い
だ
さ
れ
て
そ
の
場
所
を
囲
む
ひ
と
つ
の
空
間
を
つ
ね
に
前
提
す
る
。
制
限
は
、
そ
う
し
た
も
の
を
必
要
と
せ
ず
、
た
ん
な
る
否

定
、
す
な
わ
ち
、
絶
対
的
完
全
性
を
も
た
な
い
か
ぎ
り
の
量
に
及
ぼ
さ
れ
る
否
定
で
あ
る
。
し
か
し
私
た
ち
の
理
性
は
、
物
自
体
そ
の

も
の
に
つ
い
て
決
し
て
一
定
の
概
念
を
持
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
し
て
た
だ
現
象
に
制
限
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
わ
ば
自
分
の
周

り
に
物
自
体
そ
の
も
の
の
認
識
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
空
間
を
見
る
の
で
あ
る
」（Prol. IV

 106

〔『
プ
ロ
レ
』
三
二
七
頁
〕）。
限
界
と

は
理
解
可
能
な

0

0

0

0

0

制
限
で
あ
る
。
理
性
は
、
自
分
自
身
の
「
事
実
性
」
と
し
て
の
経
験
の
事
実
に
お
い
て
座
礁
す
る
の
だ
が
、
自
分
の
無

知
を
自
律
的
に

0

0

0

0

告
白
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
し
か
も
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
）。
そ
う
し
て
理
性
は
た
し
か
に
、
な
ぜ
理
性
が
こ
の
圏
域

に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
は
理
解
し
な
い
に
し
て
も
、
学
問
的
な
仕
方
で
、
理
性
が
こ
こ
で
は
端
的
に
も
は
や
問
う
て
よ
い

0

0

0

の
で

は
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
。
こ
れ
が
経
験
主
義
に
対
す
る
批
判
の
優
位
で
あ
る
。
こ
の
優
位
が
批
判
に
そ
の
も
の
と
し
て
の
経
験
の
規

準
性
へ
の
眼
差
し
を
開
く
。
つ
ま
り
（
外
的
も
し
く
は
内
的
な
）
客
体
に
つ
い
て
の
現
実
の
経
験
に
対
し
て
、「
可
能
的
な
」
経
験
と
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し
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
性

0

0

0

0

0

0

へ
の
眼
差
し
を
開
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
カ
ン
ト
は（『
純
粋
理
性
批
判
』に
お
い
て
）ヒ
ュ
ー

ム
の
も
の
と
自
分
自
身
の
ふ
る
ま
い
の
あ
い
だ
の
区
別
を
、「
検
閲
」
と
批
判
の
あ
い
だ
の
区
別
と
し
て
明
確
に
し
て
い
る
し
、
同
時

に
限
界
と
制
限
の
区
別
に
地
理
学
的
な
像
を
結
び
つ
け
て
い
る
（r. V
. A

 759 ff.

）。
平
ら
に
見
え
る
地
表
を
い
く
ら
歩
い
て
も
き
り

が
な
い
こ
と
は
、
私
に
た
し
か
に
私
の
そ
の
つ
ど
の
現
実
の
地
球
の
知
識
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
表
象
を
与
え
る
が
、

あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
地
球
の
記
述
が
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
表
象
は
与
え
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
人
間
理
性
の
地
理
学
者
」
に

属
し
、
私
た
ち
の
理
性
の
限
界
と
し
て
の
真
の
「
地
平
」
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
い
を
、
理
性
の
地
平
か
ら
追
い
出
す
。
理
性
の
「
事

実
」
へ
の
非
難
、
あ
る
い
は
理
性
の
検
閲

0

0

は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
場
を
得
て
い
る
。
だ
が
制
限
だ
け
で
な
く
、
限
界
が
見
出
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
も
は
や
た
ん
な
る
検
閲
で
は
な
く
批
判
で
あ
る
、
理
性
能
力
そ
の
も
の
の
評
価
が
必
要
な
の
で
あ
る
。「
私

た
ち
の
理
性
は
、
そ
の
制
限
が
き
わ
め
て
概
括
的
に
し
か
認
識
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
未
規
定
的
に
広
く
広
が
っ
て
い
る
平
面
で
は
な
く
、

む
し
ろ
球
体
と
比
較
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
半
径
は
そ
の
表
面
上
の
弧
の
曲
率
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
判

断
の
本
性
）
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
し
か
も
こ
の
曲
率
か
ら
こ
の
球
面
の
内
容
と
限
界
も
確
実
に
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（r. V

. 
A

 762

）。
地
面
が
探
究
と
超
越
論
的
真
理
の
場
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
、（
比
較
す
る
な
ら
）
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
と
一
致
す
る
。
た

だ
ま
さ
に
カ
ン
ト
は
こ
の
地
盤
の
本
性
を
よ
り
鋭
く
認
識
し
た
（
地
盤
の
「
曲
率
」
に
気
づ
い
た
）
が
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
の
探
究
の
方

法
は
本
質
的
に
違
っ
た
も
の
に
な
る
。『
視
霊
者
の
夢
』
か
ら
一
七
七
〇
年
の
ア
プ
リ
オ
リ
主
義
的
な
『
就
任
論
文
』
へ
の
驚
く
べ
き

移
行
を
、
カ
ン
ト
は
さ
し
あ
た
り
は

0

0

0

0

0

0

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
人
間
知
性
新
論
』
か
ら
の
影
響
に
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の

は
お
そ
ら
く
歴
史
叙
述
的
に
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
こ
の
移
行
は
、
理
性
の
限
界
規
定

0

0

0

0

と
い
う
問
題
を
根
元
的
に
考
え
と

お
す
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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註
(

１)  

ド
イ
ツ
に
お
け
る
啓
蒙
の
概
念
に
つ
い
て
は
、E. H

eim
pel-M

ichel, D
ie A

ufklärung, in den Göttinger Studien zur 
Pädagogik, hrsg. V

on N
ohl, 7. H

eft, 1928 

を
参
照
せ
よ
。

(

２)  

ヒ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
の
著
者
の
論
文
を
参
照
せ
よ
。

(

３)  

ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
こ
の
事
実
の
威
信
が
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
規
模
で
決
定
的
な
歴
史
上
の
転
回
が
起

こ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
疑
い
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
、哲
学
的
な
ロ
マ
ン
主
義
は
座
礁
す
る
の
で
あ
る
。

(

４)  

カ
ン
ト
が
は
じ
め
て
ヒ
ュ
ー
ム
を
知
っ
た
の
は
い
つ
な
の
か
、
批
判
期
の
著
作
が
語
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
影
響
は
ど
の
時
期
に
あ
た
る

の
か
は
、
こ
こ
で
は
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
こ
で
は
懐
疑
の
代
表
者
に
す
ぎ
な
い
。

(

５)  

こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
の
が
、『
実
践
理
性
批
判
』
の
〔『
純
粋
理
性
批
判
』
と
は
〕
真
逆
の
構
成
で
あ
る
。
原
則
か
ら
概
念

に
至
り
、
そ
の
あ
と
で
は
じ
め
て
感
性
に
至
る
。

(

６)  Rel. V
I 221

〔
カ
ン
ト
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
北
岡
武
司
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
10
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
〇
五
頁
〕
で
は
（
神
学
的
な
国
家
論
の
伝
統
の
な
か
で
）
人
間
が
、『
創
世
記
』
一
・
二
八
に
従
っ
て
、
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
財
の

根
源
的
な
所
有
者
と
し
て
印
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
人
間
は
そ
の
財
を
「
下
位
使
用
者
（dom

inium
 utile

）
と
し
て
、
上
位

所
有
者
（dom

inus directus

）
で
あ
る
創
造
者
に
し
て
主
の
下
で
、
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」。

(

７)  「
封
土
授
与
」
と
い
う
思
想
に
従
っ
て
、聴
従
を
忠
誠
の
こ
と
だ
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、道
を
踏
み
外
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
貴
族
的
な

0

0

0

0

動
機
は
道
徳
的
な
も
の
で
は
な
い
。
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(
８)  
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
自
殺
に
お
い
て
は
、
人
間
は
自
分
か
ら
自
分
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
拘
束
性
を
引
き
離
す
。

人
間
は
、
自
分
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
倫
理
性
を
そ
の
実
存
に
関
し
て
世
界
か
ら
根
絶
す
る
。
と
い
う
の
も
そ
の
人
間
は
自
分

自
身
の
人
格
に
お
け
る
倫
理
性
を
「
壊
滅
す
る
」（M

. d. S. V
II 234

〔
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
、
二
九
四
頁
〕）
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

９)  

こ
こ
で
関
わ
り
が
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
ひ
と
つ
の
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
て
、
エ
ル
ト
マ
ン
の
歴
史
的
な
叙
述
の
個
々
の
部
分
で
は
な

い
。
エ
ル
ト
マ
ン
が
編
集
し
た
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
の
「
序
論
」
の
九
八
頁
以
下
の
注
二
と
、
何
よ
り
カ
ン
ト
の
「
覚
書
」
の

第
二
巻
（Leipzig 1884
）
の
「
序
論
」
を
参
照
せ
よ
。

(

10)  

こ
う
し
た
「
懐
疑
的
な
」
方
法

0

0

は
、「
独
断
論
的
な
懐
疑
主
義
」
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(

11)  

Ａ
・
リ
ー
ル

0

0

0

（D
er Philosiophische K

ritizism
us, 1. Bd., 3. A

ufl. 1924, S. 290 f.

）
は
、
正
当
に
も
次
の
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
ひ
と
が
カ
ン
ト
の
懐
疑
的
な
傾
向
と
厳
密
な
学
問
へ
の
欲
求
を
、
道
徳
的
な

0

0

0

0

関
心
と
引
き
離
そ
う
と
す
る
な
ら
、「
完

全
に
一
面
的
な
把
握
に
陥
っ
て
し
ま
う
」。
こ
う
強
調
す
る
と
と
も
に
、
リ
ー
ル
は
哲
学
の
世
界
概
念
の
源
泉
が
、
ル
ソ
ー
を
カ

ン
ト
が
知
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
（ib. 292

）。
カ
ン
ト
の
発
展
に
と
っ
て
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

の
意
義
も
、
リ
ー
ル
に
よ
っ
て
（
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
も
）
認
め
ら
れ
て
い
る
（ib. 340 f.

）。
と
は
い
え
そ
の
論
述
の
な

か
で
リ
ー
ル
は
、
こ
の
統
一
を
た
ん
に
個
人
的
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
「
世
界
理
念
」
に
よ
っ
て
「
認
識
概
念
」
が
た
ん
に
補

完
さ
れ
る
と
い
う
事
柄
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
学
問
分
野
に
従
っ
て
分
離
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
カ
ン
ト
研

究
に
典
型
的
な
弊
害
で
あ
る
。

(

12)  

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
演
繹
問
題
の
解
決
に
対
し
て
拒
絶
し
て
い
る
よ
う
な
、
機
械
仕
掛
け
の

神
〔deus ex m

achina

〕
を
、
ひ
そ
か
に
批
判
の
前
提
と
し
て
ふ
た
た
び
導
き
入
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
創
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造
は
非
批
判
的
な
概
念
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
創
造
は
否
定
的
な
か
た
ち
で
は
『
判
断
力
批
判
』
に
よ
っ
て
、積
極
的
に
は
『
実

践
理
性
批
判
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
に
関
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
批
判
を
行
な
う
理
性
は
自
分
の
規
準
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

(

13)  

実
際
に
は
も
ち
ろ
ん
構
想
力
だ
け
が
（
空
想
と
し
て
）「
欺
く
表
象
」
へ
の
可
能
性
を
持
つ
し
、
構
想
力
は
夢
想
し
う
る
（r. V

. 
A

 376

）。
と
は
い
え
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
通
常
の
（
目
覚
め
て
健
全
な
）
状
態
で
あ
る
。

(

14)  

原
理
は
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
真
正
的
な
も
の
で
は
な
い
（
経
験
的
で
あ
る
）。
そ
れ
ゆ
え
原
理
は
図
式
を
経
験
的
な
再
生
に
お
い

て
持
つ
。

(

15)  「
正
式
に
」
下
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
悟
性
と
い
う
判
事
の
前
に
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
な
い
判
断
は
、「
直
接
に
感
官
に
よ
っ
て
口

述
筆
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
け
れ
ど
も
、
実
際
は
そ
れ
で
も
「
あ
い
ま
い
で
は
あ
っ
て
も
現
に
作
動
し
て
い
る
悟
性
の

熟
慮
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
（A

nthr. 
§10

〔『
人
間
学
』
五
〇
頁
〕）。
た
だ
し
こ
う
し
て
批
判
を
欠
い
た
ま
ま
下
さ
れ
た
「
第
一

の
判
断
」
が
正
し
い
判
断
と
さ
れ
る
の
は
、先
入
見
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
の
よ
う
に
）（ib.

〔
同

頁
〕）。
こ
う
し
た
判
断
は
ま
さ
に
誤
謬
の
源
泉
で
あ
る
。

(

16)  

注
意
深
く
見
る
必
要
が
あ
る
の
は
、い
か
に
カ
ン
ト
が
こ
う
し
て
、カ
ン
ト
が
確
実
に
（
少
な
く
と
も
原
典
か
ら
は
）
知
ら
な
か
っ

た
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

の
思
想
に
回
帰
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。V

gl. A
ugustinus, Confessiones X

 6

〔
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
／
山
田
晶
訳
『
告
白
Ⅱ
』（
中
公
文
庫
、
二
〇
一
四
年
）
二
三
三
頁
以
下
〕

(

17)  『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
「
現
象
（Erscheinung

）」
と
い
う
（「
自
然
学
的
な
」
現
象
の
概
念
を
ま
っ
た
く
度
外
視
し
た
）

超
越
論
的
な
概
念
は
二
義
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。「
経
験
的
直
観
の
未
規
定
的
な
対
象
」（r. V

. A
 20; o. S. 45 u. A

. 1

〔「
哲

学
と
道
徳
（
二
）」
一
三
〇
頁
お
よ
び
一
六
七
頁
〕）
と
し
て
の
現
象
も
、「
感
官
の
表
象
」
も
、
対
象
が
そ
の
迫
っ
て
く
る
あ
り
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方
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
対
象
で
あ
る
が
、
こ
の
対
象
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
（
現
象
す
る
と
こ
ろ
の
対
象

0

0

と
し
て

は
）
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
そ
の
存
在
に
関
し
て
は
こ
の
感
性
的
な
現
象
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
す
で
に
、
純
粋
な
悟
性

に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
（
対
象
の
現
象
と
し
て
）
で
あ
っ
て
、
直
観
に
対
し
て
だ
け
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
の
で

は
な
い
。
だ
か
ら
存
在
に
関
し
て
は
感
性
的
な
現
象
と
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
（
経
験
的
な
対
象
）
は
実
際
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
カ

ン
ト
が
両
者
を
現
象
と
し
て
語
る
の
は
、
た
ん
な
る
い
い
加
減
さ
で
は
な
い
。

(

18)  

い
わ
ゆ
る
論
理
的
な

0

0

0

0

仮
象
は
こ
れ
に
対
し
、
誤
謬
推
論
に
お
い
て
現
れ
る
よ
う
に
、「
も
っ
ぱ
ら
論
理
的
規
則
に
対
す
る
注
意
の

欠
如
か
ら
生
じ
る
。
だ
か
ら
、
当
面
の
事
例
に
対
す
る
注
意
が
鋭
く
さ
え
な
る
や
い
な
や
、
論
理
的
仮
象
は
全
面
的
に
消
滅
す
る
」

（r. V
. A

 296f.

）。
論
理
的
仮
象
も
先
入
見
に
基
づ
い
て
お
り
、
少
な
く
と
も
感
性
の
対
応
物
に
、
つ
ま
り
悟
性
の
論
弁
性

0

0

0

に
存

す
る
。
だ
が
概
念
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
完
全
に
思
考
の
支
配
力

0

0

0

の
う
ち
に
あ
る
か
ら
、
仮
象
は
仮
象
で
あ
る
と
の
洞
察
と
と
も
に

消
失
す
る
。

(

19)  

拙
論
「
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
真
理
概
念
に
お
け
る
啓
蒙
と
自
然
神
学
」
を
参
照
せ
よ
。

(

20)  「
世
界
史
」
の
「
止
揚
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
法
は
、た
し
か
に
こ
う
し
た
問
題
の
明
晰
な
表
象
を
備
え
て
い
る
が
、同
時
に
ま
っ

た
く
非
歴
史
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
そ
の
問
題
の
解
決
の
形
式
も
持
っ
て
い
る
。

(

21)  

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
し
た
意
味
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
そ
の
つ
ど
そ
れ
自
体
で
あ
る
、「
世
界
－
内
－
存
在
」
と
し
て
の
現
存

在
と
い
う
存
在
者
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

(

22)  

確
実
性
と
確
信
に
つ
い
て
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
二
五
六
頁
を
参
照
せ
よ
。
著
者
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
あ
る
講
義
に
、
デ

カ
ル
ト
の
哲
学
的
な
根
本
傾
向
に
つ
い
て
の
洞
察
を
負
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
解
か
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
著
者
に
思
わ
れ
る

の
は
、『
省
察
』
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
基
礎
づ
け
を
、
デ
カ
ル
ト
の
道
徳
的
で
人
間
学
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

立
場
へ
と
還
元
す
る
こ
と
（『
情
念



カ
ン
ト
の
批
判
に
お
け
る
哲
学
と
道
徳
（
五
）

209

論
』
と
書
簡
を
手
が
か
り
に
し
て
）、
お
よ
び
そ
れ
ら
を
ス
コ
ラ
的
な
伝
統
と
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(

23)  
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
よ
り
ず
っ
と
は
っ
き
り
と
、「
印
象
」
が
志
向
的
な

0

0

0

0

性
格
を
持
つ
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
よ
り
立
ち
入
っ
た
論
述
が
こ
こ
で
何
よ
り
必
要
で
あ
っ
た
。
著
者
の
前
掲
の
論
文
を
参
照

せ
よ
。

(

24)  

ヒ
ュ
ー
ム
の
『
自
然
宗
教
に
つ
い
て
の
対
話
』
を
参
照
せ
よ
。

宮
村
悠
介
（
み
や
む
ら
・
ゆ
う
す
け
／
愛
知
教
育
大
学
講
師
）




