
「
始
ま
り
」
と
し
て
の
崇
高

―
―
ア
ー
レ
ン
ト
『
精
神
の
生
活
』
三
部
作
の
「
密
か
な
計
略
」
に
つ
い
て
―
―溝

　
口
　
万
　
子

は
じ
め
に

こ
の
小
論
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
精
神
の
生
活
』
三
部
作q

に
お
い
て
、「
崇
高
」（E

rhabenes

）
と
判
定
さ
れ
る
べ
き
出
来
事
が
、

「
作
品
」（
共
同
体
）
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
「
存
在
そ
の
も
の
」
と
し
て
、
感
性
に
よ
っ
て
は
把
捉
し
え
な
い
形
で
隠
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
読
者
（
聴
衆
）
が
自
ら
の
反
省
的
判
断
力
に
よ
っ
て
、
作
品
中
の
目
に
見
え
な
い
（
規

定
的
判
断
力
が
把
捉
し
え
な
い
）
他
者
（
死
者
）
を
発
見
し
、
他
者
に
開
か
れ
た
共
同
体
を
新
た
に
創
設
す
る
こ
と
で
、
目
に
見
え
な
い

他
者
（
死
者
）
へ
の
弔
い
を
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
以
上
の
こ
と
を
示
す
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

通
常
、『
精
神
の
生
活
』
三
部
作
（
特
に
判
断
力
論
で
あ
る
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』）
に
お
い
て
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
共
同
体
に
他

者
へ
の
通
路
を
開
く
は
ず
の
崇
高
概
念
を
美
に
回
収
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
「
作
品
」
に
他
者
が
入
る
余
地
は
な
い
、
と
解
釈
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
筆
者
は
こ
の
「
崇
高
」
が
、
目
に
は
見
え
な
い
「
存
在
そ
の
も
の
」
と
し
て
、「
作
品
」（
共
同
体
）
に
隠
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
作
品
」
に
は
目
に
見
え
な
い
仕
方
で
他
者
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
崇
高
を
、
作
品
を
成
立
さ
せ
る
隠
さ
れ
た
「
存
在
そ
の
も
の
」
と
し
て
読
む
べ
き
こ
と
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を
、
原
因
―
結
果
の
法
則
に
し
た
が
う
論
証
的
知

．
．
．
．

性．
w

が
把
捉
で
き
る
か
た
ち
で
示
し
て
く
れ
て
は
い
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。
な
ぜ
な
ら
、『
精
神
の
生
活
』

三
部
作
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
た
（
ま
た
は
講
義
さ
れ
た
）
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
限
り
ア
ー
レ
ン
ト
が
問

題
と
し
て
い
る
の
は
、
読
者
（
聴
衆
）
の
規
定
的
判
断
力
（
出
来
事
を
与
え
ら
れ
た
法
に
包
摂
す
る
能
力
）
で
は
な
く
、
反
省
的
判
断
力

（
そ
の
つ
ど
法
を
創
設
す
る
能
力
）
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
作
品
」（
共
同
体
）
に
お
け
る
崇
高

な
出
来
事
（
崇
高
な
出
来
事
は
感
性
的
に
把
捉
し
え
な
い
出
来
事
で
あ
る
）
は
、
読
者
（
聴
衆
）
が
反
省
的
判
断
力
に
よ
っ
て
発
見
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
小
論
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
一
切
説
明
し
て
く
れ
て
は
い
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

崇
高
を
立
ち
現
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ー
レ
ン

ト
の
テ
キ
ス
ト
の
叙
述
に
直
接
依
拠
し
た
か
た
ち
で
、
こ
れ
を
示
す
た
め
に
直
接
証
明
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。
崇
高
が
目
に
見
え
な

い
仕
方
で
「
作
品
」（
共
同
体
）
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
の
想
定
の
も
と
、
こ
の
場
合
に
反
省
的
判
断
力
が
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
歴
史
の
目
的
」（
歴
史
の
計
略
）e

を
た
え
ず
反
省
し
な
が
ら
論
述
を
す
す
め
（
そ
の
た
め
に
、
カ
ン
ト
の
三
批
判
は
随
時
参
照
す
る
必
要

が
あ
る
）、
こ
の
「
歴
史
の
目
的
」
を
統
制
的

．
．
．

（regulativ

）
な
理
念
と
し
て
、
結
果
的
に
、『
精
神
の
生
活
』
三
部
作
が
体
系
的
に
統
一

さ
れ
、
カ
ン
ト
の
三
批
判
も
完
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
間
接
証
明
を
行
う

．
．
．
．
．
．
．

と
い
う
方
法
を
採
る
（
そ
も
そ
も
崇
高

な
出
来
事
は
、
直
接
証
明
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
、
感
性
的
に
把
捉
し
え
な
い
超
感
性
的
基
体
を
間
接
証

明
す
る
と
い
う
方
法
は
、
カ
ン
ト
が
そ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
に
お
い
て
採
用
し
た
方
法
で
も
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
論
自
体
が
、

原
因
―
結
果
の
法
則
に
し
た
が
う
形
で
の
論
述
形
式
（
１
章
を
前
提
に
２
章
が
成
り
立
ち
、
２
章
を
前
提
に
３
章
が
成
り
立
つ
）
を
採
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
１
章
は
２
・
３
章
を
前
提
と
し
、
２
章
は
１
・
３
章
を
前
提
と
し
、
３
章
は
Ⅰ
・
２
章
を
前
提
と
し
、
全
体
に
お
い

て
間
接
証
明
を
成
立
さ
せ
る
。
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第
１
章
　
カ
ン
ト
三
批
判
の
再
構
成

第
１
節
　
自
然
の
計
略

ア
ー
レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
の
三
批
判
を
再
構
成
し
、
次
の
よ
う
な
表
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
表
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
だ
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
カ
ン
ト
の
三
批
判
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し
直
し
、『
精
神
の
生
活
』
三
部
作
と
し
よ
う
と
し
た
か
を
知
る
う
え

で
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

人
類
（H

um
an

species

）
＝
人
類
（M

ankind

）
＝
自
然
の
一
部
＝
「
歴
史
」
へ
の
服
従
、
つ
ま
り
自
然
の
計
略
（nature’s

ruse

）

へ
の
服
従
＝
「
目
的
」（end

）
の
理
念
の
下
で
、
目
的
論
的
判
断
力
の
下
で
考
察
さ
れ
る
。
―
『
判
断
力
批
判
』
第
２
部
。

人
間
（M

an

）
＝
理
性
的
存
在
者
、
人
間
が
自
分
自
身
に
与
え
る
実
践
理
性
の
諸
法
則
へ
の
服
従
、
自
律
的
。
幽
霊
の
国

（G
eisterreich

）r

・
叡
知
的
存
在
者
の
領
域
に
属
す
る
目
的
自
体
―
『
実
践
理
性
批
判
』
及
び
『
純
粋
理
性
批
判
』。

人
々
（M

en

）
＝
諸
共
同
体
の
中
に
生
き
る
、
地
上
の
被
造
物
、
常
識
（com

m
on

sense

）
・
共
通
感
（sensus

com
m

unis

）
・
共

同
体
感
覚
（com

m
unity

sense

）
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
律
的
で
は
な
く
、
思
考
（「
ペ
ン
の
自
由
」）
の
た
め
に
さ

え
相
互
の
仲
間
を
必
要
と
す
る
。
―
『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
、
美
学
的
判
断
力
。（LK

PP.26-27

）

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
表
の
１
列
目
に
掲
げ
ら
れ
た
『
判
断
力
批
判
』
第
２
部
の
と
ら
え
か
た
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
『
判

783

三

「
始
ま
り
」
と
し
て
の
崇
高



断
力
批
判
』
第
２
部
を
特
に
取
り
上
げ
て
論
じ
た
箇
所
は
、『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
第
２
講
の
ほ
ん
の
一
部
分
（
わ
ず
か
半
ペ
ー

ジ
程
度
）
だ
け
で
あ
る
（cf.LK

PP.14

）。
し
か
し
『
判
断
力
批
判
』
第
２
部
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
カ
ン
ト
の
三
批
判
を
再
構
成
し
た
表

の
最
初
の
列
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
１
列
目
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
カ
ン
ト
の
三
批
判
を
ど
う
構
成
し
な
お
そ
う
と
し

た
か
を
捉
え
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
通
常
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
は
、『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
と

思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
こ
の
表
を
見
る
限
り
、
こ
こ
で
『
判
断
力
批
判
』
第
２
部
の
基
本
的
課
題
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
極
め
て
重
要

で
あ
る
。

『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
（
自
然
の
主
観
的
合
目
的
性
を
反
省
す
る
美
学
的
判
断
力
を
扱
う
）
・
第
２
部
（
自
然
の
客
観
的
合
目
的
性

を
反
省
す
る
目
的
論
的
判
断
力
を
扱
う
）
の
課
題
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
可
能
的
経
験
に
制
限
さ
れ
た
必
然
性
と
し
て
の
自

然
法
則
と
、『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
物
自
体
（
超
感
性
的
基
体
）
と
し
て
の
自
由
と
の
間
の
深
淵
を
埋
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ

こ
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
表
の
１
列
目
で
、『
判
断
力
批
判
』
第
２
部
で
扱
わ
れ
て
い
る
、
自
然
の
客
観
的
合
目
的
性
と
し
て
の
「
自
然
の
目

的
」（Zw

eck
der

N
atur

）
を
、「
自
然
の
計
略
」
と
し
て
の
「
歴
史
の
計
略
」
と
し
て
と
ら
え
直
し
た
上
で
、
三
批
判
を
再
構
成
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
歴
史
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
」（LK

PP.8

）。
さ
ら
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、『
判

断
力
批
判
』
第
２
部
で
扱
わ
れ
て
い
る
特
殊
的
自
然
の
問
題
を
、「
機
械
的
」（m

echanical

）
と
「
技
巧
的
」（technical

）（LK
PP.14

）

と
の
対
比
で
も
っ
て
、『
判
断
力
批
判
』
第
２
部
か
ら
の
引
用
を
用
い
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
い
か
な
る
人
間
理
性
も

（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
程
度
に
お
い
て
は
は
る
か
に
人
間
理
性
を
し
の
ぐ
が
、
質
に
お
い
て
は
人
間
理
性
と
同
等
で
あ
る
よ
う
な
、
い
か
な

る
有
限
理
性
も
ま
た
）、
単
な
る
機
械
的
原
因
に
よ
っ
て
は
、
た
だ
一
枚
の
草
の
葉
の
産
出
で
さ
え
も
理
解
し
う
る
望
み
は
ま
っ
た
く
な

い
」（LK

PP.14,U
.B
353

）。
け
れ
ど
も
、
特
殊
的
自
然
で
あ
る
「
一
枚
の
草
の
葉
」（
す
な
わ
ち
偶
然
的
存
在
）
は
、
我
々
が
自
然
の
特

殊
な
法
則
を
研
究
す
る
た
め
の
「
発
見
的
原
理
」（heuristic

principle

）
と
し
て
役
立
つ
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
原
理
は
、「
自

然
的
所
産
の
発
生
の
様
式
（m

ode
oforigination

）
を
、
そ
れ
以
上
わ
か
り
や
す
く
す
る
も
の
で
は
な
い
」（LK

PP.14,U
.B
355

）。
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こ
う
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
問
題
意
識
は
、『
判
断
力
批
判
』
第
２
部
の
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
前
提
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
自
然
的
所
産
の
発
生
の
様
式
（E

ntstehungsart

）
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
人
間
」
の
主
観
が
可
能
的
経
験
と
し
て
構
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
機
械
的
自
然
法
則
と
、
実
在
す
る
個
々
の
偶
然
的
存
在
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
「
自
然
の
目
的
」（
自
然
の
合

目
的
性
）
が
想
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
有
機
的
自
然
に
お
い
て
は
、
偶
然
的
存
在
と
し
て
の
自
然
目
的
（N

aturzw
eck

）
―
「
も

し
あ
る
も
の
が
自
ら
原
因
で
あ
り
ま
た
結
果
で
も
あ
る
（
二
重
の
意
味
に
な
る
が
）
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
は
自
然
目
的
と
し
て
存
在
す
る
」

（U
.B
286,

強
調
は
カ
ン
ト
。
特
に
記
さ
な
い
限
り
以
下
同
じ
）
―
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
有
機
的
自
然
は
、
単
な
る
機
械
と
し

て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
機
械
は
、
動
か
す
力
を
持
つ
だ
け
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
う
ち
に
形
成
す
る
力
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、「
人
間
」
の
認
識
能
力
は
、
原
因
か
ら
結
果
へ
と
順
を
追
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
我
々

「
人
間
」
の
論
証
的
知
性
に
よ
っ
て
は
、
特
殊
な
も
の
と
し
て
の
「
自
然
目
的
」
を
生
じ
さ
せ
る
根
拠
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ

で
我
々
は
、
機
械
的
組
織
に
も
と
づ
く
原
因
性
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
し
て
の
根
源
的
な
原
因
性
（
原
型
的
知
性intellectus

archetypus

）
を
理
性
理
念
と
し
て
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
矛
盾
律
（A

≠
–A

）
に
も
と
づ
く
我
々
の
知
性

（
模
造
的
知
性intellectus

ectypus

）
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
「
自
然
の
目
的
」
と
し
て
の
根
源
的
な
原
因
性
を
解
明
す
る
こ
と
は
ま
っ
た

く
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
人
間
」
は
、
一
方
に
お
い
て
、
与
え
ら
れ
た
自
然
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
法
則
（
機
械
的
自
然
法

則
）
の
も
と
に
規
定
的
判
断
力
に
よ
っ
て
包
摂
し
、
他
方
に
お
い
て
、
偶
然
的
存
在
と
し
て
の
自
然
目
的
を
前
に
、
特
殊
の
み
が
与
え
ら

れ
て
い
る
場
合
に
特
殊
か
ら
普
遍
へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
反
省
的
判
断
力
（
目
的
論
的
判
断
力
）
に
よ
っ
て
判
定
す
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
の
無
制
約
者
と
し
て
の
根
源
的
な
原
因
性
は
、
経
験
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
経
験
は
感
性
を
介
さ
ず
し
て
は
与
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
、
理
性
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
は
自
身
の
経
験
的
な
制
約
を
忘
れ
て
、
無
制
約
者
を
認
識
し
う
る
と
思
い
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
は
「
自

然
の
計
略
」
と
し
て
の
「
自
然
の
目
的
」
は
、
我
々
の
認
識
能
力
に
よ
っ
て
は
到
底
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
の
超
感
性
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的
な
法
則
性
を
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
自
然
法
則
と
の
類
比
（A

nalogie

）
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
我
々
の
知
る
法
則
性
で
あ
る
「
か
の

よ
う
に
」
理
性
が
想
定
し
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
こ
の
場
合
、
理
性
は
感
性
的
に
与
え
ら
れ
て
も
い
な
い
対
象
を
構
成
し
よ
う
と
し
て
は

な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
理
性
の
越
権
を
退
け
る
た
め
に
は
、
理
性
を
統
制
的
に
使
用
す
る
よ
う
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
理
性

は
こ
れ
が
正
し
く
使
用
さ
れ
る
限
り
で
、
そ
の
無
限
に
進
展
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
よ
っ
て
、
我
々
の
認
識
を
拡
張
す
る
の
に
役
立
つ
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
自
然
目
的
と
し
て
の
偶
然
的
存
在
は
、
新
た
な
自
然
法
則
を
見
出
す
た
め
の
「
発
見
的
原
理
」

（heuristisches
Prinzip

）（U
.B
355

）
と
し
て
自
然
研
究
の
助
け
と
な
る
と
さ
れ
る
。

第
２
節
　
歴
史
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
上
述
し
た
カ
ン
ト
の
「
自
然
の
目
的
」
と
い
う
理
念
を
「
自
然
の
計
略
」
と
し
て
、
こ
れ
を
歴
史
へ
適
用
し

て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
我
々
「
人
間
」
の
知
性
は
、
感
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
直
観
の
多
様
を
、

構
想
力
（E

inbildungskraft

）
を
介
し
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包
摂
す
る
こ
と
で
「
現
象
」
を
構
成
し
、
こ
れ
を
経
験
の
第
二
類
推
―
「
因
果

律
に
し
た
が
う
時
間
的
継
起
の
原
則
」（R

V
.B
232

）
―
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
る
。
こ
う
し
て
各
々
の
現
象
は
時
間
的
継
起
の
も
と
に
組

み
込
ま
れ
、
原
因
―
結
果
の
法
則
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
歴
史
と
は
、
こ
の
経
験
の
第
二
類
推
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
も
の
と
し
て
の
現
象
の
時
間
的
継
起
を
、
理
性
が
可
能
的
経
験
を
離
れ
て
絶
対
的
全
体
を
思
い
見
る
こ
と
に
よ
り
生
み
出
し
た
図
式

（Schem
a

）
と
し
て
の
理
念
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
自
然
の
計
略
」（
自
然
の
目
的
）
と
し
て
の
「
歴
史
の
計
略
」（
歴
史
の
目
的
）
は
、

た
だ
図
式
と
し
て
あ
る
だ
け
で
、
我
々
は
こ
れ
を
絶
対
的
全
体
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
そ
の
限
り
で
理
性
は
統
制

的
に
使
用
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
理
性
は
こ
れ
が
統
制
的
に
使
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
目
標
―
究
極
目
的
と
し
て
の
最
高

善
―
へ
と
到
達
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
引
い
て
、
他
人
の
家
に
火
を
つ
け
る
男
の
行
為
が
、
彼
の
意
図
に
反
し
て
小
さ
な
炎
か
ら
大
火
災
へ
と
発
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展
す
る
例
を
あ
げ
て
い
る
。
人
間
の
行
為
に
あ
っ
て
は
各
々
が
意
図
す
る
こ
と
と
別
の
こ
と
が
結
果
す
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
り
、
そ

こ
に
は
、
行
為
者
の
行
為
そ
の
も
の
に
も
そ
の
意
図
に
も
含
ま
れ
て
は
い
な
い
何
か
（
つ
ま
り
は
「
自
然
の
計
略
」）
が
含
ま
れ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
（cf.LK

PP.56-57

）。
こ
こ
で
の
「
自
然
の
計
略
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
に
お
い

て
言
わ
れ
た
こ
と
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
、
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
言
う
。
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
カ
ン
ト
で
は
次
の
二
点
が
異
な

っ
て
い
る
（cf.LK

PP.57,
LM
2.46

）。
一
点
目：

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
自
然
の
計
略
と
し
て
の
歴
史
の
主
体
は
絶
対
精
神
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
主
体
は
人
類
で
あ
る
。
二
点
目：

ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
は
、
歴
史
の
終
局
に
お
い
て
「
神
的

な
も
の
」（the

“D
ivine”

）
と
「
現
世
的
な
も
の
」（the

“secular”

）
と
の
融
和
と
し
て
姿
を
現
す
。
こ
の
場
合
、
人
類
に
は
も
は
や
未

来
は
な
く
、
新
し
い
も
の
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
の
歴
史
に
は
終
局
は
な
く
、
人
類
の
進
歩
に
終
わ
り
は
な
い
。

「
自
然
の
計
略
」
は
、「
現
世
的
な
も
の
」
と
し
て
の
人
類
の
経
験
に
よ
っ
て
は
決
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
。

す
る
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
自
然
の
計
略
」
と
し
て
の
絶
対
的
な
全
体
性
で
あ
る
歴
史
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
構
成
的
原
理

に
よ
っ
て
認
識
し
う
る
と
思
い
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
歴
史
は
「
自
然
の
計
略
」
と
し
て
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
の
主
体
は
人
類
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
指
摘
し
て
い
る
こ
の
カ
ン
ト
の
矛
盾
（
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
）

は
、
第
３
章
第
２
節
で
解
決
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
３
節
　
行
為
と
判
断
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

前
節
で
は
、
表
の
１
列
目
を
考
察
す
る
た
め
に
、
自
然
の
客
観
的
合
目
的
性
を
反
省
す
る
目
的
論
的
判
断
力
（『
判
断
力
批
判
』
第
２

部
）
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
表
の
３
列
目
を
考
察
す
る
た
め
、
自
然
の
主
観
的
合
目
的
性
を
反
省
す
る
美
学
的
判
断
力
（『
判

断
力
批
判
』
第
１
部
）
が
問
題
と
な
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
美
学
的
な
判
断
（
反
省
的
判
断
）
は
、
構
想
力
と
知
性
と
の
遊
び

（Spiel

）
に
お
い
て
、
概
念
を
用
い
ず
に
図
式
化
さ
れ
た
快
・
不
快
に
も
と
づ
く
共
通
感
（sensus

com
m

unis

）
の
も
と
で
、
自
然
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（
あ
る
い
は
芸
術
作
品
）
の
主
観
的
合
目
的
性
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
こ
の
快
・
不
快
に
よ
る
趣
味
判

断
（
美
学
的
判
断
）
こ
そ
が
共
同
体
（
法
）
を
成
り
立
た
せ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
問
題
を
扱
う
前
に
、
ま
ず
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
注
視
者

（spectator

）
と
行
為
者
（actor

）
の
矛
盾
（
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
）
を
扱
っ
て
い
る
（cf.LK

PP.40-58

）。
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
が
歴
史
的

な
出
来
事
（
フ
ラ
ン
ス
革
命
及
び
戦
争
）
を
取
り
扱
う
さ
い
の
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
る
。

ま
ず
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、「
人
類
の
進
歩
を
予
言
す
る
」
人
類
史
に
お
け
る
「
忘
却
さ
れ
え
な
い
」（LK

PP.46,

SF
.A
88

）
出
来
事
と
し
て
あ
り
、
注
視
者
は
こ
の
ゲ
ー
ム
の
行
為
者
に
対
し
て
、「
普
遍
的
な
（general

）、
し
か
も
、
無
関
心
な

（disinterested

）
共
感
を
表
明
す
る
」（LK

PP.45,SF.85

）。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
出
来
事
を
観

察
す
る
注
視
者
た
ち
の
判
定
が
、
人
類
の
「
道
徳
性
」
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
（cf.LK

P
P

.46

）。
し
か
し
ま
た
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、

「
人
類
の
進
歩
」
を
も
た
ら
す
は
ず
の
革
命
に
、
行
為
者
と
し
て
参
加
し
て
は
な
ら
な
い
。
民
衆
は
、
行
為
者
と
し
て
共
同
体
の
道
徳
性

を
踏
み
越
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
の
例
と
し
て
戦
争
が
あ
げ
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
戦
争
は
「
崇
高
」
で
あ
り
、

「
こ
の
判
断
は
、
注
視
者
の
判
断
（
す
な
わ
ち
美
学
的
判
断
）
で
あ
る
」（LK

PP.53

）。
戦
争
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
こ
れ
が
あ
ま
り
に

も
無
意
味
で
あ
る
た
め
に
、
逆
説
的
な
が
ら
世
界
市
民
的
な
平
和
を
準
備
す
る
た
め
に
役
立
つ
の
で
あ
る
（cf.LK

PP.53,U
.B
393-394

）。

し
か
し
当
然
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
戦
争
を
行
為
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
道
徳
的
実
践
理
性
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ア

ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
戦
争
は
「
進
歩
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
人
間
の
背
後
に
あ
る
計
画
、
自
然
の
計
略

．
．
．
．
．

（ruse
of

nature

）
で
あ
り
、
そ
し
て
後
に
、
歴
史
の
計
略

．
．
．
．
．

（ruse
ofhistory

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
」（LK

PP.54,

傍
点
は
引
用
者
。
以
下

同
じ
）。

以
上
の
よ
う
な
注
視
者
と
行
為
者
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
注
視
者
を
単
数
扱
い
で
論
じ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
政

治
に
お
け
る
行
為
（action

）
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
注
視
者
を
複
数
性
に
お
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
。「
行
為

は
一
人
で
孤
立
し
て
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
」（LK

PP.59

）
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
快
・
不
快
に
よ
る
趣
味
判
断
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こ
そ
が
、
共
同
体（
法
）を
成
立
さ
せ
る
条
件
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
芸
術
作
品
を
制
作
す
る
さ
い
の
天
才

（genius

）
と
趣
味
（taste

）
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
議
論
に
目
を
転
じ
る
（cf.LK

PP.58~

）。
こ
の
箇
所
は
、
通
常
、
次
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
天
才
と
は
産
出
的
構
想
力
（productive

im
agination

）
あ
る
い
は
ま
た

独
創
性
（originality

）
と
も
呼
び
う
る
能
力
で
あ
り
、
趣
味
と
は
こ
れ
を
判
定
す
る
能
力
で
あ
る
。
で
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
い
ず
れ

が
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
か
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
そ
れ
は
趣
味
で
あ
る
、
と
す
る
。
天
才
と
趣
味
に
お
い
て
は
、「
芸
術
作
品
の
う
ち
で

そ
れ
ら
二
つ
の
特
性
の
衝
突
が
生
じ
、
犠
牲
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
生
じ
た
場
合
に
、
何
も
の
か
が
犠
牲
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
天
才
の
側
な
の
だ
」（LK

PP.62,
U

.B
203

）。
天
才
は
、「
心
的
状
態
（G

em
ütszustand

）
の
言
い
表
し
え
な

い
要
素
」（LK

PP.63,U
.B
198

）
を
表
現
し
、
共
同
体
を
構
成
す
る
た
め
の
伝
達
可
能
性
を
担
う
表
象
（
図
式
）
を
産
み
出
す
た
め
に
必

要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
構
想
力
と
は
不
在
の
も
の
を
現
前
（present

）
さ
せ
る
能
力
、
す
な
わ
ち
、
表
象
（re–presentation

）

の
能
力
で
あ
る
」（LK

PP.79

）。
こ
の
表
象
（
図
式
）
が
我
々
の
快
・
不
快
を
刺
激
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
通
感
に
よ
る
伝
達
可
能
性
が

も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
反
省
の
作
用
」
で
あ
る
。
こ
の
と
き
我
々
は
表
象
を
介
す
る
こ
と
で
、
判
定
の
た
め
に
不
可
欠
な

隔
た
り
と
し
て
の
「
非
関
与
性
」（uninvolvedness
）・「
無
関
心
性
」（disinterestedness

）
を
手
に
入
れ
、「
公
平
さ
（im

pertiality

）

の
た
め
の
条
件
」（LK

PP.67

）
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

注
視
者
た
ち
は
、
表
象
を
介
す
る
「
反
省
」
に
お
い
て
趣
味
に
も
と
づ
き
判
断
す
る
。
で
は
、「
反
省
の
作
用
の
基
準
は
何
か
」

（LK
PP.69

）
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
問
う
。
そ
れ
は
、
公
共
性
と
い
う
「
超
越
論
的
原
理
」（transcendental

principle

）（LK
PP.48,60

）

で
あ
る
。
革
命
の
計
画
は
公
表
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
秘
密
に
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
公
表
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
は
カ
ン
ト

に
と
っ
て
、
道
徳
法
則
に
反
す
る
の
で
あ
る
。「
反
省
の
作
用
」
の
基
準
は
、
公
共
性
で
あ
り
、
現
行
の
法
に
も
と
づ
く
世
間
の
評
価
―

す
な
わ
ち
世
間
の
道
徳
的
基
準
に
か
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
―
で
あ
る
。
こ
の
基
準
が
共
通
感
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
カ
ン

ト
に
と
っ
て
道
徳
性
と
は
、
「
単
に
人
間
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
最
終
的
に
は
、
人
間
の
心
を
知
り
尽
く
す
者
（d

e
r
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H
erzenskundige

）
で
あ
る
神
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
も
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」（LK

PP.49-50

）。
共
同
体
は
、
産
出
的

構
想
力
（
天
才
）
が
与
え
る
図
式
（
表
象
）
を
介
し
て
、「
人
々
」
が
構
想
力
と
知
性
の
遊
び
に
お
け
る
快
に
よ
っ
て
共
通
感
の
も
と
互

い
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。
こ
こ
で
見
て
き
た
限
り
、
天
才
が
「
反
省
の
作
用
」
の
た
め
に
産
み
出
す
表
象
の
道
徳
的
基
準

は
、
公
共
性
―
神
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
も
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
―
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
者
の
産
出
的
構
想
力
（
天
才
）
は
、
あ
ら
か

じ
め
公
共
性
を
形
成
す
る
注
視
者
た
ち
の
趣
味
を
逸
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
た
め
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
共
同
体
に

は
、
新
し
い
も
の
（「
始
ま
り
」）
は
何
も
も
た
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る

．
．
．
．
．
．

。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
統
的
な
哲
学
が
「
注
視
者
的

生
活
様
式
」
に
隠
退
す
る
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
場
合
も
、「
注
視
者
の
『
理
論
的
立
場
』、
傍
観
者
的
立
場
に
隠
退
す
る
が
、
し
か
し

こ
の
立
場
は
裁
判
官
（Judge

）
の
立
場
で
あ
る
」（LK

PP.55-56

）。
こ
こ
で
、
裁
判
官
の
立
場
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
立
場
に
立
つ
と
す

る
な
ら
ば
、
注
視
者
と
行
為
者
の
矛
盾
（
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
）
の
問
題
は
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
裁
判
官
の
立
場
と

し
て
の
批
判
的
理
性
の
立
場
か
ら
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
目
に
見
え
な
い
（
感

性
的
に
把
捉
し
え
な
い
）
超
感
性
的
基
体t

を
導
入
し
、「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
を
も
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
「
現
象
」
界
を
成
立
さ
せ

て
い
る
主
観
の
形
式
と
し
て
の
時
間
・
空
間
を
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
こ
こ
で
、
見
方
を
変
え
て
み
よ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
行
為
者
と
注
視
者
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
天
才
と
趣
味
の
問

題
を
見
る
の
が
よ
い
、
と
す
る
と
き
、
こ
こ
で
並
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
行
為
者
と
制
作
者
（
天
才
）、
及
び
注
視
者
と
鑑
賞
者
（
趣
味
）

で
あ
る
（cf.LK

PP.61~

）。
行
為
者
と
制
作
者
（
天
才
）、
注
視
者
と
鑑
賞
者
（
趣
味
）
を
忠
実
に
並
置
す
れ
ば
、
行
為
者
と
し
て
の
制

作
者
（
天
才
）
は
、
行
為
す
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
出
来
事
の
歴
史
的
な
意
味
を
見
抜
く
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
、
注
視
者

で
あ
る
鑑
賞
者
（
趣
味
）
は
、
出
来
事
の
歴
史
的
な
意
味
を
見
抜
く
こ
と
は
で
き
る
が
行
為
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
者
の
産
出
的
構
想
力
（
天
才
）
は
自
律
し
て
お
ら
ず
、
注
視
者
（
鑑
賞
者
）
の
趣
味
に
従
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
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が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
う
言
っ
て
い
る
の
だ
。「
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
と
き
カ
ン
ト
が
想
定
し
て

い
る
の
は
、
美
に
つ
い
て
の
大
部
分
の
裁
判
官
は
天
才
と
呼
ば
れ
る
産
出
的
構
想
力
を
欠
く
が
、
し
か
し
天
才
を
授
け
ら
れ
た
少
数
の
者

が
趣
味
の
能
力
を
欠
く
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（LK

PP.62

）。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
趣
味
（
反
省
的
判
断
力
）
と
は
何

か
？
　
も
し
こ
こ
で
、
出
来
事
の
歴
史
的
な
意
味
を
見
抜
く
注
視
者
と
趣
味
（
鑑
賞
者
）
が
並
置
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
お
い

て
趣
味
と
は
、「
人
類
の
進
歩
」
を
も
た
ら
す
歴
史
的
な
出
来
事
の
意
味
を
見
抜
く
能
力
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
うy

。
フ
ラ
ン
ス

革
命
の
注
視
者
た
ち
は
、
こ
の
ゲ
ー
ム
の
競
技
者
た
ち
に
、「
普
遍
的
な
（general

）、
し
か
も
、
無
関
心
な
（disinterested

）
共
感
を

表
明
す
る
」。
先
に
あ
げ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
例
で
は
、
火
を
つ
け
た
男
は
、
自
身
の
行
為
の
結
果
．
．

を
あ
ら
か
じ
め
「
認
識
」
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
行
為
者
と
し
て
の
制
作
者
（
芸

術
家
）
は
、
自
ら
が
産
み
出
す
作
品
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
（
超
感
性
的
基
体
を
「
反
省
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
の
だ
。
そ
し
て
、
ア

ー
レ
ン
ト
は
こ
こ
に
目
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
行
為
と
判
断
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
読
者
に
解

決
さ
せ
る
た
め
に
、
ま
ず
超
感
性
的
基
体
と
し
て
の
自
然
の
主
観
的
合
目
的
性
を
導
入
し
た
。
さ
ら
に
こ
こ
で
、
こ
の
超
感
性
的
基
体
に
、

自
然
の
客
観
的
合
目
的
性
と
し
て
の
自
然
の
目
的
、
す
な
わ
ち
「
歴
史
の
目
的
」（
歴
史
の
計
略
）
と
い
う
二
重
の
意
味
を
持
た
せ
て
、

行
為
者
が
作
品
の
意
味
を
知
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
作
品
の
意
味
＝
行
為
の
歴
史
的
な
意
味
を
知
る
（
反
省
す
る
）
者
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
カ
ン
ト
の
美
学
的
判
断
力

（
趣
味
）
に
、
出
来
事
の
歴
史
的
な
意
味
を
見
抜
く
能
力
（
目
的
論
的
判
断
力
）
と
し
て
の
意
味
を
持
た
せ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
現
象
は
隠
し
も
す
る
。（
…
）
現
象
は
さ
ら
し
つ
つ
、
ま
た
、
さ
ら
す
こ
と
か
ら
自
分
を
守
る
．
．

の
で
あ
り
、
下
に
あ
る
も
の
が
隠
さ
れ
て

い
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
よ
う
に
守
る
．
．

こ
と
は
一
番
重
要
な
機
能
で
さ
え
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」（LM

1.25

）。
こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と

で
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
閉
じ
た
合
目
的
性
を
破
る
は
ず
の
崇
高
を
、
美
（
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
合
目
的
性
）
に
回
収
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
、
と
解
釈
す
る
た
め
の
準
備
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
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カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
行
為
の
道
徳
的
基
準
は
、「
神
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
も
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
こ
で
ア
ー
レ

ン
ト
が
論
じ
る
産
出
的
構
想
力
（
天
才
）
―
出
来
事
の
歴
史
的
な
意
味
を
見
抜
く
能
力
―
の
道
徳
的
な
規
準
は
何
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

天
才
は
「
美
学
的
理
念
の
能
力
」（U

.B
242

）
で
あ
る
。
天
才
は
決
し
て
既
知
の
規
則
の
も
と
に
作
品
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
、

け
れ
ど
も
他
の
人
た
ち
に
対
し
て
規
範
と
な
り
、「
範
例
的
な
」（exem

plarisch

）（U
.B
182

）
規
則
を
与
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
範
例
は
理
念
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
全
て
の
趣
味
の
対
象
は
、
こ
の
理
念
に
も
と
づ
い
て
判
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
、
こ
の
理
念
は
美
学
的
な
「
標
準
的
理
念
」
と
は
異
な
る
。「
標
準
的
理
念
」
は
、
た
だ
「
規
格
に
か
な
っ
て
い
る
」（schulgerecht

）

（U
.B
59

）
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
美
学
的
理
念
に
お
け
る
「
美
の
理
想
」
は
、「
道
徳
的
な
も
の
の
表
現
」（U

.B
59

）
に
お

い
て
あ
る
。「
も
し
道
徳
的
な
も
の
を
欠
く
な
ら
ば
、
対
象
は
普
遍
的
に
も
ま
た
積
極
的
に
も
（
…
）
快
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
」

（U
.B
60

）。
す
な
わ
ち
趣
味
と
は
、
道
徳
的
理
念
を
快
・
不
快
に
お
い
て
判
定
す
る
能
力
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
趣
味
は
、
単
に
個
人
的

感
情
だ
け
に
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
て
、
人
類
一
般
に
妥
当
す
る
と
言
い
う
る
（vgl.U

.B
263-264

）。
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
前
提

と
す
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、「
道
徳
的
な
も
の
の
表
現
」
を
理
想
と
す
る
美
学
的
理
念
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
も
は

や
カ
ン
ト
に
お
け
る
よ
う
に
、
現
行
の
法
に
お
け
る
道
徳
性
と
し
て
の
公
共
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、「
人
類
の
進
歩
」
に
よ
っ
て

到
達
さ
れ
る
べ
き
目
標
で
あ
る
理
性
理
念
と
し
て
の
「
自
然
の
目
的
」（
自
然
の
計
略
）、
つ
ま
り
は
、「
歴
史
の
目
的
」（
根
源
的
な
原
因

性
＝
最
高
善
）
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
天
才
に
お
け
る
行
為
と
判
断
の
矛
盾
を
ア
ー
レ
ン
ト
に
即
し
て

先
ほ
ど
論
じ
た
箇
所
は
、
全
く
違
っ
た
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
天
才
と
趣
味
に
お
い
て
は
、「
芸
術
作
品
の
う
ち
で
そ
れ
ら
二
つ
の
特
性

の
衝
突
が
生
じ
、
犠
牲
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
生
じ
た
場
合
に
、
何
も
の
か
が
犠
牲
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む

し
ろ
天
才
の
側
な
の
だ
」。
こ
こ
で
は
産
出
的
構
想
力
と
し
て
の
独
創
性
（
天
才
）
は
、
超
感
性
的
基
体
と
し
て
の
理
性
理
念
で
あ
る

「
自
然
の
目
的
」（
自
然
の
客
観
的
合
目
的
性
）
＝
「
歴
史
の
目
的
」（
歴
史
の
計
略
）
へ
向
け
て
、
つ
ま
り
は
「
人
類
の
進
歩
」
を
も
た

ら
す
方
向
へ
と
、
犠
牲
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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第
２
章
　
「
始
ま
り
」
と
し
て
の
崇
高

第
１
節
　
見
え
な
い
死
の
図
式
―
崇
高
―

「
歴
史
的
な
出
来
事
」
と
し
て
の
戦
争
は
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
、
美
学
的
判
断
（
趣
味
）
と
し
て
の
「
崇
高
」
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
精
神
の
生
活
』
三
部
作
が
カ
ン
ト
の
三
批
判
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
限
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
何
を
隠
し
て

い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
は
、
カ
ン
ト
の
三
批
判
へ
と
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
に
お

け
る
「
崇
高
」
概
念
を
確
認
し
直
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
隠
し
て
い
る
も
の
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

戦
争
は
崇
高
で
あ
る
。
で
は
、
崇
高
と
は
何
か
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
崇
高
は
美
学
的
判
定
の
「
付
録
」（A

nhang

）（U
.B
78

）
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
美
に
つ
い
て
の
判
断
で
は
、
構
想
力
と
知
性
と
の
「
遊
び
」
に
お
け
る
合
目
的
的
な
調
和
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
崇

高
の
判
断
に
お
い
て
は
、
構
想
力
は
、
そ
の
全
て
の
能
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
与
え
ら
れ
た
自
然
の
対
象
の
大
き
さ
あ
る
い
は
量
を
と
ら

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
崇
高
は
感
性
的
に
把
捉
し
え
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。「
そ
れ
ゆ
え
感
官
の
対
象
に
な
り
得
る
も
の
で
、（
…
）
崇
高
と
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
る
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
」（U

.B
85

）。
こ
こ
で
は
、
構
想
力
と
理
性
と
が
、
主
観
的
合
目
的
性
を
成
立
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

不
快
を
つ
う
じ
て
の
快
と
い
う
か
た
ち
で
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
我
々
人
間
は
、
我
々
の
感
性
的
把
捉
を
超
え
た
も

の
と
し
て
の
超
感
性
的
基
体
へ
と
思
い
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
超
感
性
的
基
体
は
、「
自
然
の
根
底
に
あ
る
と
同
時
に
、
我
々
の
思

考
す
る
能
力
の
根
底
に
も
あ
る
」（U

.B
94

）。
こ
こ
で
構
想
力
は
、「
理
性
と
理
性
理
念
と
の
道
具
」（U

.B
117

）
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、

自
ら
の
能
力
の
限
界
を
自
覚
し
な
が
ら
、
法
則
と
し
て
の
理
念
に
自
ら
を
適
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
崇
高
を
判
定
す
る
に
あ
た

っ
て
の
感
情
は
、「
我
々
自
身
の
使
命
に
対
す
る
尊
敬
の
感
情
で
あ
る
」（U

.B
97

）。
す
な
わ
ち
、
理
性
理
念
を
生
じ
さ
せ
る
我
々
人
間

の
心
的
能
力
は
、
我
々
の
最
大
の
感
性
的
能
力
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
対
す
る
我
々
自
身
の
尊
敬
の
感
情
が
、
崇
高
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を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
の
我
々
の
感
情
で
あ
る
。
構
想
力
は
、
こ
う
し
た
理
性
理
念
を
表
示
す
る
こ
と
を
諦
め
ざ
る
を
え
な
い
が
、
け

れ
ど
も
構
想
力
は
、
無
限
に
進
展
し
よ
う
と
す
る
力
を
持
ち
、
ま
た
、
理
性
は
、
絶
対
的
な
全
体
を
実
在
的
理
念
と
み
な
し
て
こ
れ
を
獲

得
し
よ
う
と
す
る
性
格
を
持
つ
。
こ
こ
に
お
い
て
崇
高
は
、
理
性
が
感
性
に
加
え
る
「
強
制
力
」
と
し
て
、
理
性
の
実
践
的
領
域
に
適
合

さ
せ
る
べ
く
感
性
を
拡
張
し
、
無
限
を
望
見
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
崇
高
に
お
い
て
感
得
さ
れ
る
感
情
は
不
快
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
不
快
こ
そ
が
、
我
々
の
「
超
感
性
的
な
使
命
」（U

.B
98

）
を
喚
起
す
る
。
こ
の
場
合
、
崇
高
に
お
け
る
判
断
は
、
や
は
り
美
学

的
判
断
と
し
て
あ
る
。
こ
の
判
断
は
、
す
べ
て
の
人
が
持
っ
て
い
る
実
践
的
理
念
に
対
す
る
感
情
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
感
情
の
も
と
に
成

立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
全
て
の
人
に
対
し
て
普
遍
的
必
然
性
を
要
求
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
崇
高
に
対
す
る
判
断
は
、

「（
美
に
つ
い
て
の
判
断
よ
り
も
い
っ
そ
う
）
修
練
を
必
要
と
す
る
」（U

.B
111

）。

崇
高
は
感
性
を
理
性
理
念
へ
と
強
制
的
に
拡
張
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
が
し
ぶ
し
ぶ
歴
史
に
新
し
さ
を
も
た
ら
す
と
認
め
て
い

る
と
こ
ろ
の
、
戦
争
に
お
け
る
崇
高
は
、「
我
々
自
身
の
使
命
に
対
す
る
尊
敬
の
感
情
」
で
あ
り
、
理
性
の
実
践
的
領
域
へ
と
感
性
を
拡

張
さ
せ
る
強
制
力
で
あ
る
。
共
同
体
は
、
産
出
的
構
想
力
（
天
才
）
が
産
み
出
し
た
図
式
（
表
象
）
を
介
し
、「
反
省
の
作
用
」
に
お
い

て
共
通
感
に
も
と
づ
き
成
立
し
た
。
そ
こ
で
は
、
公
共
性
（
共
同
体
に
お
け
る
道
徳
性
）
を
有
す
る
行
為
は
共
通
感
に
も
と
づ
き
「
快
」

で
あ
る
と
さ
れ
、
公
共
性
（
共
同
体
に
お
け
る
道
徳
性
）
に
反
す
る
行
為
は
共
通
感
に
も
と
づ
い
て
「
不
快
」
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
共
同
体
を
成
立
さ
せ
る
に
は
表
象
（
図
式
）
を
介
し
て
の
「
反
省
の
作
用
」
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
実
践
理
性
は
意
志
の
自
由
を
有
す
る
物
自
体
と
し
て
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
道
徳
法
則
は
表
象
を
介
さ
ず
ダ
イ
レ
ク
ト
に

「
べ
し
」
と
理
性
に
告
げ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
感
性
的
な
存
在
者
で
あ
り
、
自
ら
の
感
性
的
な
傾
向
性
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
は

「
快
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
人
間
」
は
「
不
快
」
と
し
て
の
道
徳
法
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
よ
う
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
カ
ン

ト
が
し
ぶ
し
ぶ
認
め
て
い
る
事
実
と
し
て
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
破
壊
と
苦
痛
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
戦
争
は
、

崇
高
で
あ
る
。
戦
争
は
、
感
性
的
な
把
捉
を
超
え
た
「
不
快
」
と
し
て
の
崇
高
な
出
来
事
で
あ
り
、「
超
感
性
的
な
使
命
」
と
し
て
の
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「
人
類
の
進
歩
」
を
も
た
ら
す
べ
く
「
人
間
」
を
道
徳
性
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
だ
。
こ
こ
に
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
実
践
理
性
の
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
が
あ
る
。

こ
こ
で
考
え
て
み
よ
う
。
な
ぜ
カ
ン
ト
は
、
歴
史
に
新
し
さ
を
も
た
ら
す
出
来
事
を
評
価
し
な
が
ら
、
実
際
に
こ
れ
に
携
わ
る
こ
と
を

禁
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、「
人
類
の
進
歩
を
予
言
す
る
」「
忘
却
さ
れ
え
な
い
」
出
来
事
で
あ
り
、
注
視
者
た
ち
は

こ
の
出
来
事
に
熱
狂
に
近
い
賛
同
を
示
し
た
。
し
か
し
、
革
命
は
つ
ね
に
不
正
で
あ
り
、
そ
の
手
段
が
道
徳
性
と
両
立
し
え
な
い
が
ゆ
え

に
、
こ
の
行
為
に
実
際
に
参
加
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
「
人
類
の
進
歩
」
が
望
ま
れ
る
な
ら
ば
、
行
為
し
な
け
れ
ば
「
進
歩
」
は

も
た
ら
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
本
当
に
「
人
類
の
進
歩
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
行
為
が
行
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
道
徳

的
実
践
理
性
に
反
し
た
も
の
と
な
る
。
歴
史
に
「
進
歩
」
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
道
徳
法
則
に
反
し
た
行
為
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
は
こ
の
点
で
ど
う
し
て
も
引
っ
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
信
仰
に
余
地
を
残
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
１
章
第
３
節
で

見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
道
徳
性
と
は
、「
単
に
人
間
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
最
終
的
に
は
、
人
間
の
心
を
知
り
尽
く
す
者

（der
H

erzenskundige

）
で
あ
る
神
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
も
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」（LK

PP.49-50

）。
だ
が
、
ア
ー
レ

ン
ト
に
よ
る
な
ら
ば
、「
し
か
し
革
命
の
行
為
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
非
難
が
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
革
命
を
ク
ー
デ

タ
ー
に
よ
っ
て
考
え
る
が
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
」u

（LK
PP.60

）。
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
崇

高
は
、
表
象
不
可
能
な
不
快
の
領
域
と
し
て
の
道
徳
的
善
、
す
な
わ
ち
神
の
領
域
へ
と
回
収
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
全
体
主
義
の
時
代
に

お
い
て
、
神
は
も
う
い
な
い
。
全
体
主
義
の
時
代
の
法
（
共
同
体
）
に
あ
っ
て
は
、「
普
通
の
世
界
の
普
通
さ
」（N

orm
alität

der

norm
alen

W
elt

）（E
U

H
.674

）
で
あ
る
は
ず
の
共
同
体
（
法
）
に
お
け
る
出
来
事
そ
の
も
の
、
そ
こ
で
の
出
来
事
に
お
け
る
死
者
そ
れ

自
体
が
、
目
に
見
え
な
い
領
域
、
感
性
に
よ
っ
て
は
把
捉
し
え
な
い
領
域
へ
と
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
だi

。
す
な
わ
ち
、
崇
高
な
出

来
事
は
、「
普
通
の
世
界
の
普
通
さ
」o

の
な
か
に
、
存
在
す
る
は
ず
な
の
に
存
在
し
な
い
（
見
え
な
い
）
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
〈
存

在
す
る
／
存
在
し
な
い
〉
と
い
う
形
で
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
（
以
後
、
存
在
す
る
は
ず
な
の
に
存
在
し
な
い
、
と
い
う
崇
高
な
出
来
事
の
形
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式
を
示
す
場
合
に
は
、〈
存
在
す
る
／
存
在
し
な
い
〉
と
い
う
表
示
形
式
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
）。
つ
ま
り
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す

る
カ
ン
ト
の
態
度
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
な
ら
ば
「
見
か
け
上
の
矛
盾
」（seem

ing
contradiction

）（LK
PP.45

）
な
の
だ
。

第
２
節
　
絶
対
的
な
「
始
ま
り
」

戦
争
は
、
反
省
的
判
断
力
（
趣
味
）
に
照
ら
せ
ば
「
拡
大
さ
れ
た
心
性
」（enlarged

m
entality

）
を
我
々
に
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、

「
超
感
性
的
な
使
命
」
と
し
て
の
「
人
類
の
進
歩
」
を
も
た
ら
す
道
徳
性
へ
と
「
人
類
」
を
向
か
わ
せ
る
。「
拡
大
さ
れ
た
心
性
」
と
は
、

「
私
的
な
関
心
（self-interest
）
と
呼
ぶ
も
の
を
無
視
す
る
こ
と
」（LK

PP.43

）
で
あ
り
、「
普
遍
性
」（generality

）
へ
と
向
か
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
普
遍
性
は
、
個
々
の
建
物
を
「
家
」
と
い
う
概
念
へ
と
包
摂
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の

普
遍
性
は
、「
特
殊
的
な
事
柄
（particulars

）、
す
な
わ
ち
、
人
が
自
分
自
身
の
『
普
遍
的
立
場
』
に
到
達
す
る
た
め
に
通
ら
ね
ば
な
ら

な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
特
殊
的
事
情
（particular

conditions

）
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
」（LK

PP.43-44

）。
我
々
「
人
間
」

は
、
他
者
の
立
場
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
、
自
己
の
心
性
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
拡

大
さ
れ
た
心
性
」
は
、
自
己
の
判
断
を
他
の
全
て
の
位
置
に
置
き
、
他
者
を
現
前
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
構
想
力
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。

崇
高
に
お
い
て
構
想
力
は
、
理
念
の
実
践
的
領
域
へ
と
到
達
し
よ
う
と
必
死
に
努
め
る
。
す
な
わ
ち
、「
超
感
性
的
な
使
命
」
と
し
て

の
道
徳
的
な
普
遍
性
を
獲
得
す
べ
く
、
心
性
を
拡
大
さ
せ
る
の
だ
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
構
想
力
は
、
感
性
と
知
性
を
結
び
つ
け
る
能
力
で

あ
る
。
つ
ま
り
は
、
直
観
の
多
様
を
綜
合
し
、
一
つ
の
形
像
（
図
式
）
と
し
て
知
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
と
包
摂
さ
せ
る
。
こ
こ
で
認
識
を

も
た
ら
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
時
間
規
定
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
図
式
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
、「
規
則
に

従
う
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
時
間
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（R

V
.B
184

）。
図
式
は
構
想
力
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
あ
る
。

つ
ま
り
は
、
表
象
が
統
覚
の
統
一
に
従
い
概
念
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
内
官
の
形
式
と
し
て
の
時
間
に
お
い
て
こ
れ
が
行
わ
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れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「〔
こ
の
よ
う
な
綜
合
的
統
一
に
お
い
て
〕
わ
た
し
は
時
間
そ
の
も
の
を
直
観
の
覚
知
に
お
い
て
産
出
す
る
の

で
あ
る
」
（R

V
.B
1
8
2

）
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
「
知
性
自
身
が
自
然
に
対
す
る
立
法
者
な
の
で
あ
る
」

（R
V

.A
126

）。

構
想
力
は
、
感
性
と
知
性
と
い
う
異
質
な
も
の
を
結
び
つ
け
る
図
式
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
の
統
一
が
時

間
そ
れ
自
体
を
産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
認
識
」
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
構
想
力
が
は
た
ら
か
な
い
限
り
、

認
識
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
構
想
力
が
図
式
に
よ
っ
て
出
来
事
を
表
象
さ
せ
な
い
限
り
、
我
々
は
そ
の
出
来
事
を
経
験
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
思
い
出
そ
う
。
崇
高
な
出
来
事
は
感
性
に
よ
る
把
捉
を
超
え
て
い
る
。「
そ
れ
ゆ
え
感
官
の
対
象
に
な
り

得
る
も
の
で
、（
…
）
崇
高
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
」（U

.B
85

）。
我
々
「
人
間
」
は
、
感
性
に
把
捉
し
え
な
い

外
的
な
対
象
を
、
内
官
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
。
だ
が
こ
の
崇
高
に
あ
っ
て
構
想
力
は
、
感
性
を
介
さ
ず
ダ
イ
レ
ク
ト

に
道
徳
法
則
を
告
げ
る
理
念
の
実
践
的
領
域
へ
と
到
達
し
よ
う
と
無
限
の
努
力
を
な
す
。
こ
の
と
き
構
想
力
は
、「
理
性
と
理
性
理
念
と

の
道
具
」
と
し
て
自
ら
の
「
超
感
性
的
な
使
命
」
を
果
た
す
べ
く
、
心
性
を
拡
大
さ
せ
る
の
だ
。
ア
―
レ
ン
ト
は
、『
判
断
力
批
判
』
で
、

カ
ン
ト
が
こ
の
構
想
力
に
つ
い
て
、
か
つ
て
見
た
も
の
を
再
生
す
る
再
生
的
構
想
力
と
、
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
を
産
出
す
る
芸
術
的
能

力
と
し
て
の
産
出
的
構
想
力
に
区
分
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
産
出
的
構
想
力
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
例
に
よ
る

な
ら
ば
、「
例
え
ば
そ
れ
は
、
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス

．
．
．
．
．
．

を
、
馬．
と
人．
と
い
う
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
産
出
す
る
」!0

（LK
P

P
.79

）
能
力
で
あ
る
。

こ
の
構
想
力
は
、
論
証
的
知
性
の
因
果
律
に
も
と
づ
く
「
時
間
的
連
想
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
何
を
選
ぼ
う
と
も
自

由
自
在
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」（LK

PP.80

）。
こ
こ
で
構
想
力
は
、
認
識
に
対
し
て
は
図
式
を
与
え
、
判
断
力
に
対
し
て
は
範

例
を
与
え
る
。
産
出
的
構
想
力
（
天
才
）
は
「
美
学
的
理
念
の
能
力
」
で
あ
り
、
こ
の
能
力
は
、
他
の
人
た
ち
に
対
し
て
模
範
と
な
る

「
範
例
」
を
示
す
。
こ
の
範
例
は
「
道
徳
的
な
も
の
」
を
旨
と
す
る
美
学
的
理
念
に
お
い
て
与
え
ら
れ
、
全
て
の
趣
味
の
対
象
は
、
こ
の

理
念
の
も
と
に
判
定
さ
れ
る
（
第
１
章
第
３
節
参
照
）。
す
な
わ
ち
、「
範
例
が
我
々
を
導
き
案
内
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
断
力
は
『
範
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例
的
妥
当
性
』（exem

plary
validity

）
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
」（LK

PP.84

）。

カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
。
す
べ
て
の
芸
術
の
う
ち
で
、
最
高
の
地
位
に
あ
る
も
の
は
詩
で
あ
る
。
詩
は
「
心
を
次
の
こ
と
に
よ
っ
て
拡

張
す
る
。
そ
れ
は
詩
が
構
想
力
を
自
由
に
し
、
与
え
ら
れ
た
概
念
の
制
限
の
な
か
で
、（
…
）
ど
ん
な
言
語
表
現
も
完
全
に
は
適
合
し
な

い
思
考
の
充
実
と
、
こ
の
概
念
の
表
象
と
を
結
び
つ
け
、
そ
し
て
自
分
自
身
を
美
学
的
に
理
念
へ
と
高
め
る
よ
う
な
形
式
を
示
す
こ
と
に

よ
っ
て
な
の
で
あ
る
」（U

.B
.215

）。
そ
し
て
、「
崇
高
な
も
の
の
表
出
で
さ
え
も
、
こ
れ
が
芸
術
に
属
す
る
限
り
韻
を
踏
む
悲
劇

（g
ereim

ter
T
rau
ersp

iel

）、
教
訓
詩
（L

eh
rg
ed
ich
t

）、
聖
譚
曲
（O

rato
riu
m

）
に
お
い
て
、
美
と
合
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
」!1

（U
.B
213-214

）。
つ
ま
り
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
引
用
す
る
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

．
．
．
．

『
テ
ン
ペ
ス
ト
』（T

h
e

T
e
m

p
e
s
t

）

!2
!3

に
お
け
る
難
船
と
い
う
悲
劇
．
．

的
な
場
面
、
そ
こ
で
溺
死
し
た
は
ず
の
父
を
弔
う
た
め
の
詩．
、
そ
し
て
こ
の
詩
が
、
聖
譚
曲

．
．
．

と
し
て
、

す
な
わ
ち
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
作
品
」
の
外
部
に
隠
さ
れ
た
聴
こ
え
な
い
声

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
と
き
、
構
想
力
は
崇
高
を
美
（
経
験
の
対

象
）
と
す
る
の
だ
。「
構
想
力
と
は
、
不
在
の
も
の
を
現
前
（present

）
さ
せ
る
能
力
、
す
な
わ
ち
表
象
（re–presentation

）
の
能
力

で
あ
る
」（LK

PP.79

）。
こ
こ
で
構
想
力
は
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
現
象
を
組
み
合
わ
せ
て
、
感
性
的
把
捉
を
超
え
た
出
来
事

を
、「
か
の
よ
う
に
」
と
産
出
（
＝
発
生
）
さ
せ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
構
想
力
は
「
理
性
と
理
性
理
念
と
の
道
具
」
と
な
り
、
そ
の

「
超
感
性
的
な
使
命
」
を
果
た
す
。
こ
の
と
き
表
象
し
え
な
い
は
ず
の
崇
高
に
図
式
が
与
え
ら
れ
る
。
崇
高
と
い
う
表
象
し
え
な
い
は
ず

の
出
来
事
が
、
図
式
化
、
時
間
化
さ
れ
、「
範
例
」
と
し
て
他
者
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
、
共
同
体
に
と
っ
て
の
「
不
快
」（
経
験
さ
れ
な
い

出
来
事
）
が
「
快
」（
経
験
の
対
象
）
へ
と
反
転
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
と
き
よ
う
や
く
崇
高
な
出
来
事
は
《
表
象
》
さ
れ
る
の
で
あ

る
（
以
後
、
存
在
し
な
い
は
ず
の
も
の
が
立
ち
現
れ
る
場
合
に
は
、
《
　
》
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
）。
だ
が
も
し
、
こ
こ
で
詩
が
崇
高

を
範
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
崇
高
な
出
来
事
は
永
遠
に
経
験
さ
れ
な
い
。
経
験
さ
れ
た
は
ず
の
出
来
事
が
図
式
化
さ
れ
ず
、

時
間
が
与
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
人
間
の
す
べ
て
の
可
能
的
経
験
は
、
時
間
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

崇
高
が
《
表
象
》
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
の
出
来
事
は
、
た
し
か
に
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
時
間
化
さ
れ
ず
、
経
験
さ
れ
ず
、
誰
に
も
気
づ
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か
れ
な
い
ま
ま
、
永
遠
に
忘
れ
去
ら
れ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
図
式
は
「
人
間
の
魂
の
深
み
に
隠
さ
れ
た
技
巧

．
．
．
．
．
．
．
．
．

」（LK
PP.81,

R
V

.B
181

）
で
あ
り
、
こ
こ
で
「
我
々
は
決
し
て

現
前
し
な
い
何
か
に
つ
い
て
の
一
種
の
『
直
観
』
を
持
っ
て
い
る
」（LK
PP.81,

強
調
は
ア
ー
レ
ン
ト
）
と
い
う
。『
純
粋
理
性
批
判
』

に
お
い
て
産
出
的
構
想
力
は
、
感
性
と
知
性
を
結
び
つ
け
て
「
認
識
」
を
生
じ
さ
せ
る
働
き
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ト

は
、
誰
も
が
見
た
こ
と
の
あ
る
概
念
を
、
テ
キ
ス
ト
＝
「
作
品
」
＝
共
同
体
に
お
い
て
組
み
合
わ
せ
る!4

こ
と
に
よ
り
、
形
而
上
学
を
解

体
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、〈
公
然
と
／
ひ
そ
か
に
〉
革
命
を
企
て
、
革
命
を
〈
行
為
す
る
／
行
為
し
な
い
〉
こ
と
に
よ
り
、
論
証
的
知

性
（
規
定
的
判
断
力
）
が
把
捉
す
る
こ
と
の
で
き
な
いA

＝–A

と
い
う
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し
て
の
崇
高
の
図
式
、
決
し
て
現
前
す
る
こ

と
の
な
い
（
感
性
に
よ
っ
て
は
把
捉
し
え
な
い
、
規
定
的
判
断
力
が
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
）
死
の
図
式
を
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
＝

「
作
品
」
＝
共
同
体
を
成
立
さ
せ
る
、
存
在
そ
れ
自
体
と
し
て
、
目
に
見
え
な
い
仕
方
で
隠
蔽
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の

テ
キ
ス
ト
＝
「
作
品
」
＝
共
同
体
に
、
崇
高
な
出
来
事
は
、〈
存
在
す
る
／
存
在
し
な
い
〉。
共
同
体
（
法
）
に
よ
っ
て
す
り
潰
さ
れ
、
摩

滅
さ
せ
ら
れ
た
見
え
な
い
死
者
の
痕
跡
は
、A
＝–A

と
い
う
見
え
な
い
実
践
理
性
の
図
式
そ
の
も
の
で
あ
る!5

。
他
者
（
死
者
）
が
入
る

余
地
な
ど
ど
こ
に
も
も
な
い
と
「
判
断
」
さ
れ
て
い
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
作
品
」（
法
）
そ
の
も
の
を
、
決
し
て
現
前
す
る
こ
と
の
な
い

実
践
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
極
限
で
あ
る
死
の
図
式
（
声
な
き
声
と
し
て
の
目
に
見
え
な
い
痕
跡
）
が
成
立
さ
せ
て
い
る
の
だ!6

。
テ

キ
ス
ト
上
の
目
に
見
え
な
い
「
ひ
び
割
れ
」!7

に
崇
高
の
図
式
を
隠
蔽
し
、
こ
れ
を
そ
の
つ
ど
の
判
断
に
よ
っ
て
反
省
的
に
判
断
さ
せ
る
こ

と
で
、
三
次
元
上
の
時
間
・
空
間
図
式
（
規
定
的
判
断
力
の
領
域
）
を
超
え
た
次
元
で
の
時
間
を
産
出
さ
せ
、
規
定
的
判
断
力
が
把
捉
し

え
な
い
《
共
同
体
》
を
つ
く
る
こ
と
。
こ
こ
で
の
産
出
的
構
想
力
は
、
も
は
や
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
よ
う
に
、
三
次
元
上
で
の

「
認
識
」
を
生
じ
さ
せ
る
に
と
ど
ま
る
だ
け
の
力
で
は
な
い
。「
認
識
」
の
領
域
を
前
提
と
し
な
が
ら
「
認
識
」
の
領
域
を
解
体
し
、
そ
の

つ
ど
法
を
創
設
す
る
反
省
的
判
断
力
に
よ
る
「
発
見
的
原
理
」
を
も
っ
て
見
え
な
い
他
者
と
の
結
び
つ
き
を
も
た
ら
し
、
決
し
て
現
前
す

る
こ
と
の
な
い
死
ん
だ
は
ず
の
他
者
を
《
立
ち
現
れ
》
さ
せ
る
能
力
と
し
て
あ
る
。「
肝
心
な
点
は
、
図
式
な
し
に
は
人
は
何
も
認
識
で
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き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（LK

PP.81

）。
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
の
「
行
為
」
と
は
、
全
体
主
義
の
時
代
に
お
け
る
崇

高
な
出
来
事
を
生
じ
さ
せ
る
法
＝
共
同
体
＝
作
品
の
暴
力
（
根
源
悪
）
を
自
分
自
身
の
作
品
（
法
＝
共
同
体
）
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
で
、

「
歴
史
の
目
的
」
へ
と
到
達
し
た
共
同
体（
法
）!8

に
よ
る
殺
人
、
つ
ま
り
は
法
に
よ
る
殺
人
を
証
言
す
べ
く
、
死
者
た
ち
の
た
め
に
、
死
者

た
ち
の
言
葉
を
語
る
こ
と
、
そ
し
て
《
共
同
体
》
の
創
設
と
い
う
「
始
ま
り
」（
根
源
善
）
を
待
ち
受
け
、
崇
高
の
暴
力
を
革
命
へ
と
転

化
さ
せ
る
こ
と
（
新
し
い
時
間
を
創
設
す
る
こ
と
）
だ
。
す
な
わ
ち
、「
何
も
し
て
い
な
い
と
き
ほ
ど
行
為
し
て
い
る
と
き
は
な
い
し
、

一
人
で
い
る
と
き
ほ
ど
孤
独
で
な
い
と
き
は
な
い
」!9

。
図
式
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
な
ら
ば
、「『
精
神
の
眼
』
に
さ
え
も
与
え
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
一
種
の
『
形
象
』
の
よ
う
な
も
の
、
よ
り
適
切
に
は
一
種
の
『
図
式
』
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」（LK

PP.82,

強
調
は
ア
ー
レ
ン
ト
）。
し
た
が
っ
て
、
作
品
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
な
が
ら
、
作
品
自
体
を
成
立
さ
せ
て
い
る
崇
高
な
出
来
事
（「
歴
史
の
目

的
」
と
し
て
想
定
さ
れ
る
べ
き
統
制
的
な
極
）@0

の
図
式
は
、
読
者
（
聴
衆
）
が
図
式
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
は
、「
諸
現
象

を
見
る
こ
と
に
よ
り
（
…
）、
人
は
現
れ
て
い
な
い
何
か
に
気
づ
き
、
垣
間
見
る
。
こ
の
何
か
と
は
、
存
在
そ
の
も
の
（B

eing
as

such

）

で
あ
る
」（LK

PP.80

）。第
３
章
　
「
自
然
の
密
か
な
計
略
」

第
１
節
　
行
為
の
た
め
の
定
言
命
法

ア
ー
レ
ン
ト
は
、『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
の
一
節
を
次
の
よ
う
な
形
で
抜
き
出
し
て
い
る
。「〔
快
つ
ま
り
は
無
関
心
な
満
足
感
の
〕

普
遍
的
な
伝
達
に
対
す
る
こ
う
し
た
顧
慮
を
、〔
も
し
も
〕
す
べ
て
の
人
が
す
べ
て
の
人
に
期
待
し
て
要
求
す
る
な
ら
ば
、〔
我
々
は
〕
人

類
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
指
令
さ
れ
た
根
源
的
契
約
（original

com
pact

）
が
〔
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の
よ
う
な

．
．
．
．
．

地
点
に
到
達
す
る
こ
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と
に
な
る
〕」（LK

P
P

.74,
U

.B
163,

〔

〕
内
は
ア
ー
レ
ン
ト
）。
行
為
者
の
反
省
的
判
断
力
は
、
こ
の
「
歴
史
の
目
的
」
と
し
て
の

「
根
源
的
契
約
」（
根
源
的
な
原
因
性
）
を
「
か
の
よ
う
に
」
と
し
て
の
類
比
に
よ
っ
て
反
省
す
る@1

。
し
た
が
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ

て
の
行
為
の
た
め
の
定
言
命
法
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
契
約
は
単
な
る
理
念
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
理
念
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
の
我
々

の
反
省
を
統
制
す
る
の
で
は
な
く
て
、
実
際
に
我
々
の
行
為
を
鼓
舞
す
る
の
で
あ
る
。
人
々
が
人
間
ら
し
く
あ
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る

単
独
な
人
の
う
ち
に
現
れ
る
（present

）
こ
の
人
類
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
こ
の
理
念
が
判
断
力
の
原
理
の
み
な
ら
ず
、

行
為
の
原
理
と
な
る
そ
の
程
度
に
応
じ
て
、
人
は
文
明
化
さ
れ
て
い
る
と
か
、
人
間
的
で
あ
る
と
呼
ば
れ
得
る
の
で
あ
る
。
行
為
者

と
注
視
者
と
が
統
一
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
行
為
者
の
格
率
と
、
注
視
者
が
世

界
の
光
景
を
判
断
す
る
さ
い
に
従
う
格
率
、「
基
準
」
と
が
、
一
つ
に
な
る
。
言
わ
ば
行
為
の
た
め
の
定
言
命
法
は
、
次
の
よ
う
に

読
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ね
に
こ
の
根
源
的
契
約
が
普
遍
的
法
則
へ
と
現
実
化
さ
れ
う
る
よ
う
な
格
率
に
も
と
づ
い
て
行

為
せ
よ
。（LK

PP.74-75

）

こ
こ
で
は
個
々
の
「
人
間
」
は
、「
つ
ね
に
自
分
の
共
同
体
感
覚
、
自
分
の
共
通
感
に
導
か
れ
な
が
ら
、
共
同
体
の
一
員
と
し
て
判
断
す

る
。
し
か
し
最
終
的
な
分
析
で
は
、
人
は
人
間
ら
し
く
あ
る
と
い
う
単
な
る
事
実
に
よ
っ
て
、
世
界
共
同
体
の
一
員
と
な
る
。『
世
界
市

民
的
状
態
』（cosm

opolitan
existence

）
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
」（LK

PP.75

）。
第
１
章
第
１
節
で
あ
げ
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
表
に
戻

る
と
す
る
と
、
つ
ま
り
「
歴
史
の
目
的
」
へ
と
到
達
し
た
我
々
「
人
類
」@2

―
「
普
通
の
世
界
の
普
通
さ
」（E

U
H

.674,

第
２
章
第
１
節
参

照
）
に
お
い
て
、
日
常
的
にA

＝–
A

と
い
う
殺
人
の
図
式
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
人
類
」
―
は
、

趣
味
（
反
省
的
判
断
力
）
に
お
い
て
「
人
々
」（M

en

）
と
し
て
の
《
共
同
体
》
の
一
員
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
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自
ら
を
律
し
な
が
ら
意
志
に
よ
っ
て
「
始
ま
り
」
を
も
た
ら
す
「
人
間
」（M

an

）（
表
の
２
列
目
）
と
し
て
、「
人
類
」（H

um
an

species,
M

ankind

）
に
指
令
さ
れ
た
「
根
源
的
契
約
」（
根
源
的
な
原
因
性
）
を
反
省
し@3

、「
世
界
市
民
的
状
態
」
を
実
現
す
る
よ
う
努

め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
行
為
の
た
め
の
定
言
命
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。「
結
局
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
が
訴
え
て

い
る
の
は
、
自
分
と
自
分
自
身
と
の
間
の
同
意
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
比
較
的
単
純
に
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
る
」（LM

1.188

）。
す
な
わ

ち
、「
そ
の
基
本
的
基
準
・
至
上
の
法
は
、
い
わ
ば
、
自
分
自
身
と
矛
盾
す
る
な
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（LM

1.189

）。
ア
ー
レ
ン
ト

は
こ
こ
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
お
け
る
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
が
自
分
自
身
と
行
う
対
話
を
引
用
し
て
い
る@4

。
ア
ー
レ
ン
ト
の
解
釈
で
は
、

こ
の
対
話
は
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
良
心
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
の
良
心
は
「
考
え
直
し
」（after-thought

）
と
し
て

登
場
す
る
の
で
あ
っ
て
、
積
極
的
な
処
方
箋
を
出
す
こ
と
は
し
な
い
（cf.LM

1.190

）。「
人
間
」（「
人
々
」、「
人
類
」）
は
、
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
に
陥
る
理
性
を
有
し
て
い
る
限
り
、
自
身
の
理
性
の
極
限
が
も
た
ら
す
殺
人
を
、
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
神
が
い
な

く
な
っ
た
全
体
主
義
の
時
代
に
お
い
て
は
、「
普
通
の
世
界
の
普
通
さ
」
で
あ
る
は
ず
の
日
常
性
に
お
け
る
殺
人
を
、
誰
も
免
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
人
間
」
は
自
ら
の
良
心
を
恐
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、「
も
し
帰
宅
す
る
な
ら
そ
の
と
き
に
だ
け
待

ち
受
け
て
い
る
証
人
が
現
れ
る
こ
と
（presence

）
を
予
期
し
て
い
る
こ
と
が
、
彼
を
恐
れ
さ
せ
る
の
だ
」（LM

1.190

）。
こ
こ
で
言
わ

れ
て
い
る
「
人
間
」
は
、
理
性
理
念
で
あ
る
根
源
的
契
約
（
根
源
的
な
原
因
性
）
を
反
省
す
る
「
人
々
」（M

en

）
の
一
員
で
あ
る
と
い

う
仕
方
で
、「
複
数
性
が
二
者
性
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
る
」（LM

1.74
）。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
「
人
間
」
は
、
自
ら
の
う
ち
の
「
一
者
の

な
か
の
二
者
」（tw

o
in

one

）
に
お
い
て
、「
人
類
」
と
い
う
複
数
性
を
「
証
人
」
と
し
て
つ
ね
に
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
「
人

類
」
は
、
こ
の
「
一
者
の
な
か
の
二
者
」
が
友
人
と
な
り
調
和
し
て

．
．
．
．

（in
h

arm
ony

）@5

生
き
て
い
く
よ
う
努
め
ね
ば
な
ら
な
い

（cf.LM
1.191

）。「
一
者
の
な
か
の
二
者
」
に
お
い
て
、
自
分
の
う
ち
の
証
人
と
対
話
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
極
限

と
し
て
の
崇
高
を
〈
行
為
す
る
／
行
為
し
な
い
〉
こ
と
に
よ
っ
て
〈
行
為
〉
し
、
こ
の
目
に
見
え
な
い
（
感
性
的
な
把
捉
を
超
え
、
論
証
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的
知
性
が
把
捉
し
え
な
い
）A

＝–A

と
し
て
の
崇
高
の
図
式
を
反
省
的
に
判
断
さ
せ
、
自
ら
も
ま
た
判
断
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
死
者

た
ち
の
た
め
の
《
共
同
体
》
の
創
設
を
目
指
す
こ
と
は
、「
歴
史
の
目
的
」
へ
と
到
達
し
た
「
人
類
」@6

（「
人
間
」、「
人
々
」）
に
と
っ
て

の
道
徳
法
則
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
カ
ン
ト
の
三
批
判
を
再
構
成
し
た
表
の
２
列
目
、
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
「
人
間
」

（M
an

）
は
、
こ
の
道
徳
法
則
に
お
い
て
自
ら
を
律
し
な
が
ら
行
為
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。「
一
者
の
な
か
の
二
者
」
に
お
い
て
は
理
性

理
念
と
し
て
の
根
源
的
な
原
因
性
（
根
源
的
契
約
）
が
「
反
省
」
さ
れ
て
い
る@7

と
い
う
意
味
で
、
我
々
「
人
間
」
は
個
別
的
で
あ
り
な

が
ら
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
状
態
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
状
態
は
「
単
独
」（solitude

）
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
論
理
的
首

尾
一
貫
性
の
み
を
追
求
す
る
矛
盾
律
に
支
配
さ
れ
た
「
孤
立
」（loneliness

）
と
は
異
な
る@8

（cf.LM
1.74

）。

「
一
者
の
な
か
の
二
者
」
に
お
い
て
「
根
源
的
契
約
」
を
反
省
す
る
の
で
は
な
く
、
論
理
的
首
尾
一
貫
性
の
み
を
追
求
し
、
矛
盾
律
を

行
為
の
原
理
と
し
た
場
合
、
現
行
の
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
人
間
」
は
法
が
も
た
ら

す
殺
害
に
無
批
判
に
加
担
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。「
も
し
倫
理
や
道
徳
的
な
こ
と
が
ら
が
語
の
語
源
的
な
意
味
を
指
し

示
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
々
の
大
多
数
や
そ
の
習
慣
を
変
え
る
こ
と
は
、
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
を
変
え
る
の
と
同
様
に
た
や
す
い
こ

と
で
あ
ろ
う
」（LM

1.177

）。
し
た
が
っ
て
、「
根
源
的
契
約
が
普
遍
的
法
則
へ
と
現
実
化
さ
れ
う
る
よ
う
」
行
為
す
る
に
は
、
矛
盾
律

に
も
と
づ
く
カ
ン
ト
の
道
徳
法
則
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
、
死
者
た
ち
と
と
も
に
あ
ろ
う
と
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
一

者
の
な
か
の
二
者
」
に
よ
り
な
が
ら
、
主
観
的
普
遍
性
を
想
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
死
者
た
ち
を
回
帰
さ
せ
る
べ
く
〈
行
為
す
る
〉
と

い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
。
こ
こ
で
は
「
政
治
的
な
諸
問
題
に
関
し
て
判
断
を
下
す
と
き
、
あ
る
い
は
行
為
す
る
と
き
、
人
は
自
分
が
世

界
市
民
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
世
界
観
察
者
（W

eltbetrachter

）、
世
界
注
視
者
で
あ
る
と
い
う
、
現
実
で
は
な
く
理
念
（idea

）
か
ら
自

分
の
位
置
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（LK

PP.75-76

）。
こ
の
「
自
分
の
位
置
を
確
か
め
る
」
た
め
の
力
は
、
範
例
に
よ
っ
て
養
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
範
例
（exam

ples

）
は
判
断
力
の
歩
行
練
習
車
（G

ängelband

）」
な
の
で
あ
る
（LK

PP.84,R
V

.B
174

）。
ア
ー

レ
ン
ト
の
「
作
品
」
は
、
歩
行
練
習
車
と
し
て
の
範
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
に
は
「
我
々
が
静
か
に
佇
み
、
歴
史
家
の
も
つ
後
ろ
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向
き
の
一
瞥
で
も
っ
て
歴
史
を
振
り
返
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
地
点
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
」（LK

PP.77

）。

第
２
節
　
歴
史
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決

カ
ン
ト
に
お
い
て
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
く
鍵
は
、
時
間
・
空
間
は
人
間
の
主
観
の
形
式
で
あ
り
、
物
自
体
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
物
自
体
（
超
感
性
的
基
体
）
は
、
反
省
的
判
断
力
で
あ
る
目
的
論
的
判
断
力
と
美
学
的
判
断
力
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

を
解
く
鍵
で
も
あ
り
、
双
方
の
判
断
力
が
反
省
す
る
合
目
的
性
を
成
立
さ
せ
る
基
礎
と
な
る
も
の
で
も
あ
る
。
第
１
章
第
１
節
で
あ
げ
た

ア
ー
レ
ン
ト
の
表
（
三
批
判
を
再
構
成
し
た
表
）
に
戻
る
と
す
る
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
目
的
論
的
判
断
力
と
美
学
的
判
断
力
が
反
省
す

る
自
然
の
目
的
（
自
然
の
合
目
的
性
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
の
目
的
（
歴
史
の
合
目
的
性
）、
共
同
体
の
合
目
的
性
と
読
み
替
え
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
「
人
類
」
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
が
、「
人
類
」
に
と
っ
て
の
歴
史
は
、
道
徳
法
則
に
従
う
も
の
と
し
て
の
「
人

間
」
が
、「
人
々
」
と
し
て
の
共
同
体
を
創
設
す
る
こ
と
で
織
り
成
し
て
い
く
も
の
と
し
て
あ
る
。
目
的
論
的
判
断
力
が
反
省
す
る
歴
史

の
目
的
（
歴
史
の
合
目
的
性
＝
歴
史
の
計
略
）
は
、
理
性
が
（
時
間
・
空
間
の
う
ち
に
あ
る
）
可
能
的
経
験
を
離
れ
て
想
定
し
た
理
性
理

念
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
機
械
的
法
則
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
の
根
源
的
な
原
因
性
と
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、

我
々
「
人
間
」
の
論
証
的
知
性
に
よ
っ
て
は
決
し
て
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
創
造
的
理
性
、
超
感
性
的
基
体
で
あ
る
と
も
言
い
換
え

ら
れ
、
我
々
は
こ
の
根
源
的
な
原
因
性
（
原
型
的
知
性
）
を
、
我
々
「
人
間
」
の
知
性
（
模
造
的
知
性
）
と
よ
く
似
た
知
性
で
あ
る
「
か

の
よ
う
に
」
み
な
す
よ
り
な
い
。
ま
た
、
美
学
的
判
断
力
の
対
象
で
あ
る
共
同
体
（
法
）
の
主
観
的
合
目
的
性
は
、
行
為
者
の
産
出
的
構

想
力
（
天
才
）
が
つ
く
り
だ
す
図
式
を
、
共
通
感
に
よ
っ
て
「
人
々
」
が
反
省
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
。
こ
こ
で
産
出
的
構
想
力

（
天
才
）
は
、
美
学
的
理
念
に
お
け
る
「
道
徳
的
な
も
の
」
の
表
現
に
お
い
て
、「
範
例
」
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
他
の
人
の
模
範
と
し
て

引
き
継
が
れ
る
べ
き
新
し
い
規
則
を
《
共
同
体
》
に
示
す
。
行
為
者
の
産
出
的
構
想
力
（
天
才
）
は
、
可
能
的
経
験
の
外
（
時
空
の
外
）

に
あ
り
「
認
識
」
し
え
な
い
は
ず
の
崇
高
な
出
来
事
を
、
す
で
に
知
っ
て
い
る
三
次
元
の
表
象
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
表
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現
＝
証
言
〉
し
、
こ
の
出
来
事
を
反
省
的
に
判
断
さ
せ
、「
か
の
よ
う
に
」
と
《
産
出
＝
発
生
＝
表
象
》
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
《
共

同
体
》
の
創
設
を
、
つ
ま
り
は
歴
史
上
の
「
始
ま
り
」
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
三
批
判
を
構
成
し
直
し
た
表
の
２
列
目

は
、「
人
間
」（M

an

）
の
実
践
理
性
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
。
人
間
は
実
践
理
性
の
見
地
か
ら
見
る
な
ら
ば
、「
幽
霊
の
国
・
叡
知
的
存

在
者
の
領
域
に
属
す
る
目
的
自
体
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
「
人
間
」
は
、
歴
史
に
新
し
さ
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
の
、
道
徳

的
実
践
理
性
に
反
し
て
お
り
か
つ
道
徳
的
実
践
理
性
に
か
な
っ
た
出
来
事
、
つ
ま
り
はA

＝–A

と
し
て
の
崇
高
な
出
来
事
（
感
性
的
な

把
捉
を
超
え
た
出
来
事
）
を
自
ら
の
創
造
的
理
性
に
よ
り
〈
行
為
す
る
／
行
為
し
な
い
〉
こ
と
に
よ
っ
て
〈
証
言
〉
し
、
こ
の
見
え
な
い

死
の
図
式
を
反
省
的
に
判
断
さ
せ
る
こ
と
で
も
っ
て
、
新
た
な
「
人
々
」
の
《
共
同
体
》
を
創
設
す
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
理
論

理
性
が
想
定
す
る
「
世
界
市
民
的
状
態
」
と
い
う
理
性
理
念
を
、「
一
者
の
な
か
の
二
者
」
と
い
う
道
徳
法
則
に
し
た
が
う
行
為
者
の
実

践
理
性
が
、
自
ら
の
行
為
を
〈
行
為
す
る
／
行
為
し
な
い
〉
こ
と
に
よ
っ
て
創
設
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
行
為
者
の
産
出
的
構
想

力
は
、
道
徳
的
実
践
理
性
に
反
す
る
と
同
時
に
道
徳
的
実
践
理
性
に
か
な
っ
た
出
来
事
、
す
な
わ
ち
、A

＝–A

と
い
う
我
々
の
論
証
的

知
性
が
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
出
来
事
を
、
自
ら
産
み
出
す
＝
す
で
に
知
っ
て
い
る
表
象
を
組
み
合
わ
せ
て
死
の
図
式
（
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
の
図
式
）
を
〈
証
言
〉
し
、
こ
れ
を
別
の
他
者
に
判
断
さ
せ
、
《
産
出
＝
発
生
＝
表
象
》
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
《
範
例
》
化
す

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
次
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
我
々
「
人
間
」
の
論
証
的
知
性
に
よ
っ
て
は
決
し
て
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
ず
、
目
的
論
的
判
断
力
が
「
か
の
よ
う
に
」
と
反
省
す
る
ほ
か
な
い
歴
史
の
目
的
（
歴
史
の
計
略
）
で
あ
る
超
感
性
的
基
体
、

創
造
的
理
性
と
は
、
実
は
我
々
（「
人
類
」、「
人
々
」、「
人
間
」）
自
身
の
理
性
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
は
、
神
が
い
な
く
な
っ
た

全
体
主
義
の
時
代
に
お
い
て
、「
歴
史
の
目
的
」
と
し
て
想
定
さ
れ
る
べ
き
統
制
的
な
極
と
し
て
の
創
造
的
理
性
と
は
、
我
々
「
人
間
」

（「
人
類
」、「
人
々
」）
の
理
性
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る@9

。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
道
徳
性
と
は
、「
単
に
人
間
に
よ
っ
て

だ
け
で
な
く
、
最
終
的
に
は
、
人
間
の
心
を
知
り
尽
く
す
者
（der

H
erzenskundige

）
で
あ
る
神
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
も
ふ
さ
わ
し
い

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」（LK

PP.49-50

）。
行
為
者
＝
注
視
者
は
、
反
省
的
判
断
力
（
趣
味
）
と
し
て
の
創
造
的
理
性
（
産
出
的
構
想
力
）
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に
お
い
て
、
《
範
例
》
を
も
っ
て
《
共
同
体
》
を
創
設
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
目
的
論
的
判
断
力
と
美
学
的
判
断
力
が
統
一
さ
れ
、
理

論
理
性
と
実
践
理
性
が
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
る#0

。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
感
性
的
把
捉
を
超
え
た
も
の
と
し
て
の
超
感
性
的
基
体
は
、「
自

然
の
根
底
に
あ
る
と
同
時
に
、
我
々
の
思
考
す
る
能
力
の
根
底
に
も
あ
る
」（U

.B
94

）。

こ
こ
で
第
１
章
第
２
節
で
取
り
上
げ
た
歴
史
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
解
決
し
よ
う
。
人
類
は
自
然
の
一
部
で
あ
り
、「
自
然
の
計
略
」
と

し
て
の
「
歴
史
の
計
略
」
に
し
た
が
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
の
主
体
は
人
類
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、「
人
間
」
は
「
一
者
の
な
か
の
二
者
」
と
い
う
道
徳
法
則
に
も
と
づ
い
て
、「
歴
史
の
目
的
」（
根
源
的
な
原
因
性
＝
創
造
的
理
性
）

を
反
省
し
、
そ
し
て
〈
行
為
す
る
〉。

〔
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
歴
史
に
お
け
る
重
要
事
と
は
〕
物
語
で
も
歴
史
的
個
人
で
も
な
く
、
ま
た
人
々
の
善
・
悪
に
関
す
る
行
い
で

も
な
く
、
人
類
を
前
進
さ
せ
世
代
の
継
起
の
中
で
人
類
の
す
べ
て
の
潜
在
的
可
能
性
を
発
展
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
、
自
然
の
密
か
な
計

略
（secretruse

ofnature

）
な
の
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
の
人
間
の
寿
命
は
、
す
べ
て
の
人
間
的
特
性
お
よ
び
可
能
性
の
発
展
の

た
め
に
は
あ
ま
り
に
も
短
い
。
そ
れ
ゆ
え
人
類
の
歴
史
は
、「
自
然
が
蒔
い
た
全
て
の
種
子
が
十
分
に
発
育
し
、
人
類
の
運
命
が
こ

の
地
球
上
に
お
い
て
実
現
さ
れ
う
る
」
過
程
と
な
る
。（LK

PP.8,IG
A

.A
30

）

「
人
間
」
は
、
そ
の
論
証
的
知
性
に
よ
っ
て
は
決
し
て
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、「
歴
史
の
目
的
」
と
し
て
の
「
歴
史
の
計
略
」
を

反
省
的
判
断
力
に
よ
っ
て
反
省
す
る
。「
一
者
の
な
か
の
二
者
」
に
お
い
て
は
、
複
数
性
が
二
者
性
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
ア

ー
レ
ン
ト
の
創
造
的
理
性
は
、
感
性
に
よ
っ
て
は
把
捉
し
え
な
い
崇
高
な
出
来
事
を
作
品
の
な
か
に
隠
蔽
し
、「
ひ
そ
か
に
」
革
命
の
計

画
を
企
て
る
。
産
出
的
構
想
力
は
、「
自
然
の
密
か
な
計
略
」
と
し
て
、
作
品
の
外
部
に
作
品
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の

崇
高
の
種
を
蒔
く
。
け
れ
ど
も
「
個
人
と
し
て
の
人
間
の
寿
命
は
、（
…
）
あ
ま
り
に
も
短
い
」
の
だ
。
つ
ま
り
は
「
行
為
は
一
人
で
孤
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立
し
て
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
「
自
然
の
密
か
な
計
略
」
と
は
、
殺
人
を
革
命
へ
と
転
化
さ
せ
《
共
同
体
》
の
時
間
を
創

設
し
よ
う
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
密
か
な
計
略
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
殺
人
を
革
命
へ
と
転
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
崇
高
な
出
来
事
、
す
な
わ
ち
「
自
然
の
密
か

な
計
略
」
に
よ
る
〈
行
為
〉
に
お
い
て
、
過
去
に
誰
が
ど
ん
な
計
画
を
立
て
、
ど
の
よ
う
に
死
ん
で
い
る
の
か
を
、
こ
れ
が
範
例
と
し
て

図
式
化
さ
れ
な
い
限
り
我
々
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
加
え
て
、
未
来
に
お
い
て
自
身
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
反
省
的
に
判
断
さ
れ

う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
行
為
者
＝
注
視
者
が
あ
ら
か
じ
め
「
認
識
」
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
絶
対
的
全
体
で
あ
る
「
歴
史
の
目
的
」（
歴
史
の
計
略
）
は
、
理
性
が
可
能
的
経
験
を
離
れ
て
想
定
し
た
理
性
理
念
で
あ
り
、
認

識
は
感
性
を
介
さ
ず
し
て
は
与
え
ら
れ
な
い
ゆ
え
、
我
々
「
人
間
」
は
こ
の
絶
対
的
全
体
そ
れ
自
体
を
「
認
識
」
す
る
こ
と
は
決
し
て
で

き
ず
、
そ
れ
は
「
か
の
よ
う
に
」
と
し
て
の
類
比
に
よ
っ
て
図
式
化
し
、
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。「
人
類
」
は

「
歴
史
の
目
的
」
へ
と
到
達
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
人
類
」
は
、
そ
の
「
歴
史
の
目
的
」
そ
の
も
の
＝
他
者
そ
の
も
の
＝
「
わ
た
し
」
自

身
＝
創
造
的
理
性
そ
の
も
の
を
、「
認
識
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
は
、
理
性
は
統
制
的
に
使
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し

理
性
理
念
と
し
て
の
「
歴
史
の
目
的
」
を
我
々
が
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
理
性
の
誤
れ
る
構
成
的
使
用
で
あ

る
。「
カ
ン
ト
の
場
合
、
判
断
力
の
助
け
と
な
る
も
の
は
『
統
制
的
理
念
』
を
持
っ
た
理
性
で
あ
る
」（LM

1.216

）。
我
々
が
「
認
識
」

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
物
自
体
の
領
域
、
創
造
的
理
性
と
し
て
の
超
感
性
的
基
体
そ
れ
自
体
を
、
も
し
我
々
「
人
間
」
が
「
認
識
」
し
う

る
と
す
る
な
ら
ば
、「
人
間
」
は
自
ら
の
意
志
の
自
由
を
失
う
こ
と
と
な
ろ
う
。「
人
間
」
は
超
感
性
的
基
体
を
決
し
て
見
る
こ
と
は
で
き

ず
、「
認
識
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
者
を
自
己
へ
と
回
収
す
る
こ
と
な
く
反
省
的
判
断
力
に

よ
っ
て
他
者
を
反
省
し
他
者
と
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
認
識
に
関
す
る
の
で
は
な
く
専
門
化

さ
れ
た
意
味
で
は
な
い
、
人
間
の
生
活
の
自
然
な
欲
求
と
し
て
の
思
考
は
、
意
識
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
差
異
を
現
実
化
す
る
の
だ

が
、
こ
れ
は
少
数
者
の
専
売
特
許
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
つ
ね
に
存
在
す
る
能
力
な
の
で
あ
る
」（LM

1.191

）。「
歴
史
の
目
的
」
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へ
と
到
達
し
た
「
人
類
」、
そ
し
て
ま
た
自
然
の
一
部
と
し
て
あ
る
「
人
類
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
の
「
人
間
」
が
、
自
ら
原
因

で
あ
り
ま
た
結
果
で
も
あ
る
偶
然
的
存
在
と
し
て
の
自
然
目
的
＝
芸
術
作
品
と
し
て
あ
る#1

。
次
々
と
生
ま
れ
て
く
る
新
し
い
「
人
間
」

は
、「
一
者
の
な
か
の
二
者
」
に
お
い
て
、
規
定
的
判
断
力
が
回
収
で
き
な
い
「
発
見
的
原
理
」
を
も
た
ら
す
、
他
と
取
り
替
え
の
き
か

な
い
自
然
目
的
＝
芸
術
作
品
と
し
て
、
歴
史
に
《
共
同
体
＝
芸
術
作
品
》#2

の
「
始
ま
り
」
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
産
出
的
構
想
力

（
天
才
）
を
有
し
て
い
る
。「
人
は
目
を
閉
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
に
見
え
る
事
物
に
つ
い
て
の
公
平
な
注
視
者
、
そ
う
し
た
事
物
に
よ

っ
て
直
接
影
響
さ
れ
な
い
注
視
者
と
な
る
。
つ
ま
り
は
、
盲
目
の
詩
人
と
な
る
の
で
あ
る
」（LK

PP.68

）。
す
な
わ
ち
「
人
類
」
は
、
超

感
性
的
基
体
と
し
て
の
根
源
的
な
原
因
性
（
創
造
的
理
性
）
―
決
し
て
「
認
識
」
す
る
こ
と
の
で
き
な
いA

＝–A

と
い
う
統
制
的
な
極

と
し
て
の
イ
デ
ア
―
で
あ
る
「
絶
対
的
全
体
」
を
反
省
す
る
趣
味
（
反
省
的
判
断
力
）
を
有
す
る
行
為
者
と
し
て
、
歴
史
に
新
し
い
《
共

同
体
》
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
を
自
ら
の
手
で
、
つ
ま
り
は
自
ら
の
創
造
的
理
性
に
よ
っ
て
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
以

上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
と
第
２
部
が
結
び
つ
き
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
が
統
一
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
三
批
判
は
、「
歴
史
の
目
的
」
が
実
現
さ
れ
た
全
体
主
義
の
時
代
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
完
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
る#3

。
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
こ
の
小
論
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
精
神
の
生
活
』
三
部
作
に
お
い
て
は
、「
崇
高
」
な
出
来
事
が
、「
作
品
」
を
成
立

さ
せ
る
目
に
見
え
な
い
「
存
在
そ
の
も
の
」
と
し
て
、「
作
品
」
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

読
者
（
聴
衆
）
自
身
が
反
省
的
判
断
力
に
よ
っ
て
目
に
見
え
な
い
他
者
（
死
者
）
を
発
見
し
、
新
た
な
《
共
同
体
》
を
創
設
す
る
こ
と
で
、

死
者
た
ち
を
弔
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
以
上
の
こ
と
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
作
品
」
に
即
し
た
形

808

二
八



で
は
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
間
接
証
明

．
．
．
．

に
よ
っ
て
示
す
こ
と
を
試
み
た
。

ア
ー
レ
ン
ト
の
「
作
品
」
に
お
け
る
崇
高
が
、
作
品
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
て
い
る
「
存
在
そ
の
も
の
」
と
し
て
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
、
間
接
証
明

．
．
．
．

に
よ
っ
て
示
す
た
め
に
は
、「
歴
史
の
目
的
」（
歴
史
の
計
略
）
と
い
う
超
感
性
的
基
体
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま

り
は
、
カ
ン
ト
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
に
お
い
て
、
そ
の
超
感
性
的
基
体
を
間
接
証
明

．
．
．
．

に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
よ
う
に
、
ア
ー

レ
ン
ト
も
ま
た
批
判
の
立
場
か
ら
、「
歴
史
の
目
的
」（
歴
史
の
計
略
）
と
し
て
の
超
感
性
的
基
体
を
つ
ね
に
反
省
的
判
断
力
に
よ
っ
て
反

省
し
な
が
ら
、『
精
神
の
生
活
』
三
部
作
を
解
読
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
読

み
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
常
、
思
想
的
な
後
退
で
あ
る
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
、『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
を
含

む
『
精
神
の
生
活
』
三
部
作
を
、
新
し
い
仕
方
で
読
む
（
＝
聴
く
）
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、『
精
神
の

生
活
』
の
扉
（
外
部
）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
同
じ
カ
ト
ー
の
引
用
文
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
人
間
の
条
件
』
本
文
の
末
尾
に
も
引
か
れ

て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
他
の
著
作
に
お
け
る
、「
行
為
」
や
「
公
共
性
」
と
い
う
概
念
も
ま
た
、
従
来
と

は
別
の
解
釈
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、『
人
間
の
条
件
』
に
お

け
る
「
行
為
」
概
念
に
つ
い
て
考
え
直
し
、『
人
間
の
条
件
』
と
『
精
神
の
生
活
』
と
の
比
較
検
討
を
試
み
る
こ
と
、
ま
た
、
ア
ー
レ
ン

ト
が
一
貫
し
て
カ
ン
ト
主
義
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
最
初
期
の
著
作
で
あ
る
『
全
体
主
義
の
起
源
』
以
降
の
作
品
に
つ
い
て
も
、

『
精
神
の
生
活
』
三
部
作
か
ら
逆
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
統
一
的
な
解
釈
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

文
献
及
び
略
号

引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
に
つ
い
て
は
原
書
の
頁
数
を
、
カ
ン
ト
の
著
作
に
つ
い
て
は
版
の
後
に
原
書
の

頁
数
を
、
本
文
中
に
（

）
内
に
示
し
た
。
邦
訳
は
適
宜
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。
な
お
、
こ
の
小
論
全
体
の
問
題
意
識
と
し
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ

ダ
の
著
作
を
参
照
し
て
い
る
。
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T
h

e
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e

M
in

d
O

ne
/T

hinking,O
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e
E

dition,H
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.,
1978

（
佐
藤
和
夫
訳
『
精
神
の
生
活
』
上
、
第
１
部
「
思
考
」

岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

LM
2:

T
h

e
L

ife
o
f

th
e

M
in

d
T

w
o

/W
illing,O

ne-volum
e

E
dition,H

.B
.C

.,1978

（
佐
藤
和
夫
訳
『
精
神
の
生
活
』
下
、
第
２
部
「
意
志
」
岩

波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

LK
PP:

L
e
c
tu

r
e
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o
n

K
a

n
t’s

P
o
litic

a
l

P
h
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s
o
p

h
y,U

.C
.P.,1989

（
浜
田
義
文
監
訳
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

八
七
年
）

E
U

H
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E
le

m
e
n

te
u

n
d

U
r
s
p

r
ü

n
g
e
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ta

le
r

H
e
r
r
s
c
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C

o.K
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（
大
久
保
和
郎
、
大
島
か
お
り
訳
『
全
体
主
義
の

起
原
３
―
全
体
主
義
―
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
一
年
）
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m
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ant
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d
e
r

r
e
in

e
n
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篠
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『
純
粋
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全
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巻
、
岩
波
文
庫
、
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九
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六
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）

U
:
K

r
itik

d
e
r

U
r
te

ils
k
r
a

ft,s.t.w
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篠
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雄
訳
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判
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批
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２
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
四
年
）
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注q
『
精
神
の
生
活
』
第
１
部
・
第
２
部
、
及
び
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
を
指
す
。

w

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
るV

ernunft

とV
erstand

の
訳
語
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
ド
イ
ツ
語
のV

erstand

を
ラ
テ
ン
語
のintellectus

の
訳
語
に
使
っ
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た
の
で
あ
る
か
ら
、reason

とintellect

と
訳
す
べ
き
で
あ
り
、reason

とunderstanding

と
訳
す
の
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
（cf.LM

1.13-14

）。
本
稿
で
も

ア
ー
レ
ン
ト
の
こ
の
見
解
に
し
た
が
い
、V

erstand

の
訳
語
は
、understanding

に
あ
た
る
「
悟
性
」
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、intellect

に
あ
た
る
「
知
性
」
を
用

い
る
こ
と
に
す
る
。

e

反
省
的
判
断
力
は
「
歴
史
の
目
的
」（
歴
史
の
計
略
）
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
作
品
」
に
お
い
て
一
言
も
述
べ
ら
れ
て

．
．
．
．
．
．
．
．

は
い
な
い

．
．
．
．

（
但
し
、
第
１
章
第
１
節
で
見
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
目
的
論
的
判
断
力
が
反
省
す
る
理
性
理
念
が
「
歴
史
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
）
が
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
こ
れ
か
ら
示
し
て
い
く
。

r

こ
れ
が
な
ぜ
「
幽
霊
の
国
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
注
!1
、
!2
、
!3
、
!5
及
び
第
２
章
、
第
３
章
が
重
要
で
あ
る
。

t

こ
こ
で
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
を
も
た
ら
す
た
め
に
導
入
さ
れ
る
べ
き
超
感
性
的
基
体
と
し
て
の
理
性
理
念
は
、「
歴
史
の
目
的
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

こ
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
作
品
」
に
依
拠
し
て
直
接
証
明
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。
超
感
性
的
基
体
は
目
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
読
者
（
聴

衆
）
の
規
定
的
判
断
力
が
把
捉
し
う
る
か
た
ち
で
、
こ
こ
で
「
歴
史
の
目
的
」
と
い
う
理
性
理
念
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
く
れ
て
は

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
「
歴
史
の
目
的
」
と
い
う
理
性
理
念
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
小
論
が
整
合
的
で
理
に

か
な
っ
た
も
の
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
歴
史
の
目
的
」
を
統
制
的
理
念

．
．
．
．
．

と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
作
品
」
及
び
カ
ン
ト
の
三
批
判
が
そ
れ
ぞ
れ
体
系

的
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
証
明
す
る

．
．
．
．
．
．
．
．

よ
り
な
い
。

y

た
と
え
ば
ア
ー
レ
ン
ト
は
カ
フ
カ
を
好
ん
で
引
用
す
る
が
、
カ
フ
カ
の
『
審
判
』
が
ナ
チ
ズ
ム
を
予
見
し
た
作
品
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
優
れ
た
芸
術
家
が

歴
史
の
意
味
を
見
抜
く
と
い
う
考
え
方
は
、
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
こ
こ
で
趣
味
（
反
省
的
判
断
力
）
に
自
然
の
客
観
的
合
目
的
性
の
意
味
を
も
た

せ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
注
!0
を
も
参
照
。

u

通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
に
お
け
る
行
為
者
は
、
矛
盾
律
（A

≠
–A

）
に
も
と
づ
く
共
同
体
の
道
徳
性
を
逸
脱
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、『
精
神
の
生
活
』
第
１
部
・
第
２
部
で
、
以
下
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
に
意
義
を
唱
え
て
い
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
見
解
に
矛
盾
す
る

こ
と
に
な
る
。「
し
か
し
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
な
お
、
理
性
と
欲
求
と
を
調
停
す
る
も
の
の
最
後
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
の
『
善
意
志
』
は
、
あ
る
奇
妙
な
ジ

レ
ン
マ
の
う
ち
に
あ
る
。（
…
）
実
践
理
性
は
、
意
志
に
な
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
か
つ
、
次
の
こ
と
を
付
け
加
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
汝
自
身
を
例
外
に
し

て
は
な
ら
ず
、
矛
盾
律
の
公
理
に
従
え
と
」（LM

2.62-63

）。「
カ
ン
ト
は
『
人
間
学
』
の
な
か
で
は
、
思
考
を
『
自
分
と
語
り
合
う
こ
と
で
あ
り
…
そ
れ
ゆ
え
内
な
る

声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
』
だ
と
定
義
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
自
分
自
身
と
一
致
し
て
、
つ
ね
に
首
尾
一
貫
し
て
考
え
よ
』
と
い
う
勧
告
を
『
思
考
す
る
人
間

の
部
類
に
と
っ
て
の
変
更
不
可
能
な
戒
め
』
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
格
率
の
一
つ
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」（LM

1.186-187,A
H

.B
101,151

）。
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i

ア
ー
レ
ン
ト
の
『
全
体
主
義
の
起
源
』（1955

）
に
お
け
る
次
の
記
述
を
参
照
。
な
お
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
ま
つ
わ
る
記
憶
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
高
橋
哲
哉
『
記
憶

の
エ
チ
カ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
第
１
章
を
参
照
し
て
い
る
。
高
橋
氏
自
身
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
対
し
て
批
判
的
な
評
価
を
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
筆
者
は

こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
大
変
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

警
察
の
管
轄
下
の
牢
獄
や
収
容
所
は
、
単
に
不
法
と
犯
罪
の
場
所
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
誰
も
が
い
つ
な
ん
ど
き
落
ち
込
む
か
も
し
れ
ず
、
落
ち
込
ん
だ
ら
か

つ
て
こ
の
世
に
存
在
し
た
こ
と
な
ど
な
い
か
の
よ
う
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
忘
却
の
穴
（H

öhlen
des

V
ergessens

）
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
殺
人
が
行
わ

れ
た
、
あ
る
い
は
、
誰
か
が
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
屍
体
も
墓
も
な
い
の
だ
。（
…
）
一
人
の
人
間
が
、
あ
た
か
も
こ
の
世
に
生
き
て
い
た
こ
と
な
ど

な
い
か
の
よ
う
に
生
者
の
世
界
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
彼
は
本
当
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（E

U
H

.671

）

o

『
全
体
主
義
の
起
源
』
に
お
け
る
次
の
記
述
を
参
照
。

全
体
主
義
の
大
量
犯
罪
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
を
、
全
体
主
義
の
権
力
者
は
そ
れ
ほ
ど
気
に
し
て
は
い
な
い
。
自
分
を
い
ち
ば
ん
よ
く
守
っ
て
く
れ
る
も
の
は
、
普

通
の
世
界
の
普
通
さ
（N

orm
alität

der
norm

alen
W

elt

）
の
な
か
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
彼
は
知
っ
て
い
る
。
こ
の
普
通
さ
は
、
全
体
主
義
の
支
配
領
域

で
行
わ
れ
て
い
る
様
々
な
事
柄
を
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
録
や
フ
ィ
ル
ム
や
そ
の
他
の
証
拠
が
否
定
し
よ
う
も
な
く
眼
の
前
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
あ

り
え
な
い
こ
と
と
み
な
す
。
全
体
主
義
の
権
力
者
は
、
動
か
し
え
ぬ
事
実
の
事
実
性
を
信
じ
な
い
の
と
同
様
に
、
間
接
証
明

．
．
．
．

の
説
得
力
も
信
じ
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
限
界
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
次
の
点
で
は
正
し
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
じ
っ
さ
い
、
単
に
「
証
拠
」
に
よ
っ
て
の
み
〔
判
断
を
〕
意
の

ま
ま
に
操
ら
れ
る
の
で
は
な
い
（nichteinfach

am
G

ängelband
von

“B
ew

eisen”
zu

führen
sind

）
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
大
衆
が
自
分
た
ち
の
感
覚
に

よ
っ
て
は
把
握
で
き
な
い
現
実
に
直
面
し
た
と
き
に
、
自
分
た
ち
の
感
官
を
信
じ
る
の
を
拒
否
す
る
の
と
同
様
に
、「
普
通
の
」
人
間
も
ま
た
、
い
わ
ば
も
っ
と

も
な
こ
と
だ
が
、
感
性
と
知
性
が
途
方
も
な
く
大
き
な
こ
と

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

（U
ngeheuerliches

）
を
要
求
す
る
と
き
、
自
身
の
感
性
と
知
性
を
信
じ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。（
…
）
残
っ
て
い
る
の
は
、
主
観
的
な
、
決
し
て
完
全
に
は
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
決
し
て
検
証
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
報
告
な
の
で
あ

る
。（E
U

H
.674-675,

〔

〕
内
は
引
用
者
。
特
に
記
さ
な
い
限
り
以
下
同
じ
。）

!0

『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
に
お
け
る
次
の
記
述
を
も
参
照
（
第
２
章
「
崇
高
の
分
析
論
」
第
48
節
「
天
才
（G

enie

）
と
趣
味
（G

eschm
ack

）
と
の
関
係
に
つ
い

て
」）。
ち
な
み
に
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス
（centaur

）
は
、「
二
重
人
格
の
人

．
．
．
．
．
．

」
を
も
意
味
す
る
語
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

な
る
ほ
ど
判
定
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
自
然
の
生
き
た
対
象
、
た
と
え
ば
人
間
．
．

や
馬．
の
判
定
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
美
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
一
般
に
客
観
的

合
目
的
性
も
合
わ
せ
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
判
断
は
も
は
や
、
自
然
が
芸
術
（K

unst

）
と
し
て
見
え
る
よ
う
に
判
定
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
こ
れ
が
現
実
に
芸
術
（
た
と
え
超
人
間
的
な
芸
術
で
あ
っ
て
も
）
で
あ
る

．
．
．

限
り
で
判
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
目
的
論
的
判
断
力
が
美
学
的
判
断
力
の
基
礎
ま

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
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た
条
件
と
し
て
役
立
ち

．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
美
学
的
判
断
は
こ
れ
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。（U
.B
188-189

）

!1

『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
に
お
け
る
次
の
記
述
（
第
２
章
「
崇
高
の
分
析
論
」
第
52
節
「
同
一
の
作
品
に
お
け
る
様
々
な
芸
術
の
結
び
つ
き

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

に
つ
い
て
」）、
及
び
注

!2
、
!3
、
!5
、
@5
、
#2
を
参
照
。

雄
弁
は
、
そ
の
主
観
と
対
象
の
絵
画
的
表
出
と
、
演
劇
に
お
い
て
結
合
さ
れ
う
る
。
詩
は
音
楽
と
、
歌
唱
に
お
い
て
結
合
さ
れ
う
る
。
け
れ
ど
も
歌
唱
は
、
同
時

に
歌
劇
で
は
絵
画
的
な
（
演
劇
的
な
）
表
出
と
結
合
さ
れ
う
る
。
音
楽
に
お
け
る
諸
感
覚
の
遊
び
は
諸
形
態
の
遊
び
と
、
舞
踊
な
ど
に
お
い
て
結
合
さ
れ
う
る
。

崇
高
な
も
の
の
表
出
で
さ
え
も
、
こ
れ
が
芸
術
（schöne

K
unst

）
に
属
す
る
限
り
、
韻
を
踏
む
悲
劇
（g

ereim
ter
T
rauersp

iel

）、
教
訓
詩
（Lehrg

ed
icht

）、

聖
譚
曲
（O

rato
riu
m

）
に
お
い
て
、
美
と
合
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
は
、
芸
術
は
な
お
い
っ
そ
う
技
巧
的
（künstlich

）

と
な
る
。
し
か
し
、
な
お
い
っ
そ
う
美
し
く
な
る
か
ど
う
か
は
（
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
適
意
が
互
い
に
交
錯
す
る
の
で
）、
こ
の
い
く
つ
か
の
場

合
に
お
い
て
は
疑
う
こ
と
が
で
き
る
。（U

.B
213-214

）

な
お
、gereim

ter
T
rauerspiel

のgereim
t

は
、reim

en

の
過
去
分
詞
形
で
あ
り
、reim

en

は
、「
韻
を
踏
ま
せ
る

．
．
．
．
．
．

」、「
調
子
を
合
わ
せ
る

．
．
．
．
．
．
．

」
の
意
味
を
も
つ
。

!2

こ
の
戯
曲
の
題
名
で
あ
る
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』（T

h
e

T
e
m

p
e
s
t

）
は
、「
大
あ
ら
し
」、「
大
暴
風
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
題
名
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
ア
ー
レ
ン
ト
は

説
明
し
て
い
な
い

．
．
．
．
．
．
．

が
、「
大
暴
風
」（O

rkan
）
は
、『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
に
お
い
て
、「
力
学
的
崇
高
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（vgl.

第
２
章
「
崇
高
の
分
析
論
」

第
28
節
「
力
と
し
て
の
自
然
に
つ
い
て
」、U

.B
104

）。
な
お
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
過
去
と
未
来
の
間
の
溝
（gap

）
と
し
て
の
現
在
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
さ
い
に
用
い

た
カ
フ
カ
の
た
と
え
話
（『
彼
』
と
い
う
題
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
集
の
一
部
）
に
お
い
て
、「
彼
」
が
戦
う
場
が
「
戦
場
」（
す
な
わ
ち
崇
高
の
場

．
．
．
．

）
で
あ
る
こ
と
も
、
あ

わ
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
（cf.LM

1.202

）。

!3

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
自
ら
が
関
わ
っ
た
と
す
る
形
而
上
学
の
解
体
に
つ
い
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
か
ら
、
次
の
詩
を
引
い
て
表
現
す
る
の
が
よ
い
、

と
し
て
い
る
（cf.LM
1.212

）。
こ
の
詩
は
、
劇
中
で
の
難
船
と
い
う
悲
劇
．
．

的
な
場
面
で
、
溺
死
し
た
と
思
わ
れ
て
い
る

．
．
．
．
．
．

フ
ァ
ー
デ
ィ
ナ
ン
ド
の
父
を
弔
う
た
め
に
、
精．

霊．
（airy

spirit

）
の
エ
ア
リ
エ
ル
が
歌
う
．
．

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
エ
ア
リ
エ
ル
は
、
観
客
に
は
見
え
な
い
姿
で

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

音
楽
を
奏
し
歌
い
な
が
ら
登
場
す
る
（
邦
訳
は
、

小
田
島
雄
志
訳
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
全
集
Ⅴ
』〔
白
水
社
、
一
九
八
六
年
〕
に
よ
る
が
、
一
部
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
）。「
父
は
五
尋

い
つ
ひ
ろ

海
の
底
、
／
そ
の
骨
は
い
ま

白
珊
瑚
、
／
か
つ
て
の
二
つ
の
目
は
真
珠
、
／
そ
の
身
は
ど
こ
も
朽
ち
は
て
ず
、
／
海
は
す
べ
て
を
変
え
る
も
の
、
／
い
ま
で
は
貴
重
な
宝
物
。
／
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』

第
一
幕
、
第
二
場
」（LM

1.212

）。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
に
は
続
き
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
海
の
精
霊
、
弔
い
の
／
鐘
う
ち
鳴
ら
せ
、
／
（
あ
ち

こ
ち
で
）
デ
ィ
ン
・
ド
ン
・
ド
ン
、
／
お
聞
き
よ
お
聞
き
、
／
（
あ
ち
こ
ち
で
）
デ
ィ
ン
・
ド
ン
・
ド
ン
」。
筆
者
は
今
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
引
用
し
た
箇
所
を
超
え
て

引
用
し
た
。
つ
ま
り
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
作
品
に
「
付
録
」
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
（
崇
高
は
美
学
的
判
断
力
の
「
付
録
」（A

nhang

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
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A
nhang

は
、「
付
加
曲
」
を
も
意
味
す
る
）。
こ
の
弔
い
の
鐘
が
ど
こ
で
鳴
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
注
#3
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、「
精
霊
」
に
つ
い
て
は
、
注
!5
を
参

照
せ
よ
。

!4

ア
ー
レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
が
図
式
に
つ
い
て
説
明
す
る
さ
い
に
、「
組
み
合
わ
せ
文
字
」（M

onogram
m

）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る

（cf.LM
1.101,R

V
,B

.181

）。

!5

ア
ー
レ
ン
ト
は
構
想
力
と
共
通
感
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
で
、「
美
的
な
も
の
（the

B
eautiful

）
の
真
の
対
立
項
は
、
醜
い
も
の
（the

U
gly

）
で
は
な
く
、『
嘔
吐
．
．

（d
isg
ust

）
を
催
さ
せ
る
も
の
』
で
あ
る
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
観
察
、
そ
の
実
に
正
し
い
観
察
に
わ
た
し
は
全
く
同
感
で
あ
る
」（LK

PP.68

）
と
し
て
い
る
が
、
こ
の

「
嘔
吐
．
．

を
催
さ
せ
る
も
の
」
は
、『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
（
第
２
章
「
崇
高
の
分
析
論
」
第
48
節
「
天
才
と
趣
味
と
の
関
係
に
つ
い
て
」）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

芸
術
は
、
自
然
に
お
い
て
醜
く
不
快
で
あ
る
だ
ろ
う
諸
事
物
を
美
し
く
描
写
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
ま
さ
に
そ
の
卓
越
性
を
示
し
て
い
る
。
復
讐
、
病
気
、

戦
争
の
荒
廃
な
ど
は
、
害
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
き
わ
め
て
美
し
く
描
写
さ
れ
う
る
し
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
絵
画
の
う
ち
で
美
し
く
表
象
さ
れ
も
す
る
。
た

だ
一
種
の
醜
だ
け
は
、
自
然
に
し
た
が
っ
て
表
象
さ
れ
る
と
、
す
べ
て
の
美
学
的
適
意
を
、
そ
れ
ゆ
え
芸
術
美
を
破
滅
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
嘔
吐
．
．

（E
kel

）
を
催
さ
せ
る
醜
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
大
音
響
の
構
想

．
．
．
．
．
．

（laute
E

inbildung

）
に
も
と
づ
く
奇
妙
な
感
覚
に
お
い
て
は
、
我
々
が
力
づ
く
で
こ
れ

に
逆
ら
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
は
い
わ
ば
、
あ
た
か
も
享
受
を
押
し
つ
け
る
か
の
よ
う
に

．
．
．
．
．

表
象
さ
れ
る
の
で
、
諸
対
象
の
技
巧
的
な

．
．
．
．
．
．
．
．

（künstlich

）
表
象
は

．
．
．

、

我
々
の
感
覚
の
中
で

．
．
．
．
．
．
．
．

、
こ
の
対
象
そ
の
も
の
の
自
然
と
も
は
や
区
別
さ
れ
ず

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
こ
の
場
合
に
、
こ
う
し
た
技
巧
的
表
象
は
美
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
彫
刻
芸
術
の
諸
産
物
で
は
、
芸
術
は
自
然
と
ほ
と
ん
ど
見
間
違
え
ら
れ
る
く
ら
い
な
の
で
、
彫
刻
芸
術
も
ま
た
醜
い
諸
対
象
の
直
接
的
表
象
を
、
そ

の
造
形
か
ら
締
め
出
し
、
そ
の
か
わ
り
に
、
例
え
ば
死．
を
（
美
し
い
精
霊
．
．

（G
enius

）
に
お
い
て
）、
戦
意
．
．

を
（〔
軍
神
〕
マ
ル
ス
に
お
い
て
）、
快
く
感
じ
ら
れ

る
寓
意
（A

llegorie

）
や
象
徴
（A

ttribut

）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
た
だ
理
性
の
解
釈
を
用
い
て
間
接
的
に
表
象
す
る
こ
と
を
許
す
だ
け
な
の
で
あ
り

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、
単
な
．
．

る
美
学
的
判
断
力
に
よ
っ
て
表
象
す
る
こ
と
は
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

。（U
.B
189-190

）

ち
な
み
に
、
右
の
カ
ン
ト
の
引
用
文
で
、
死．
の
間
接
的
表
象
で
あ
る
さ
れ
て
い
る
、
ド
イ
ツ
語
のG

enius

（
精
霊
、
守
護
神
、
創
造
力
、
独
創
の
才
）
の
つ
づ
り
（
＝

表
象
）
は
、
英
語
．
．

の
「
天
才
．
．

」
を
意
味
す
るgenius

（
叡
知
、
守
護
神
）
の
つ
づ
り
（
＝
表
象
）
と
同
一
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、「
美
的
な
も
の
」（
＝
共
同
体
）
の

「
真
の
対
立
項
」
と
し
て
の
「『
嘔
吐
．
．

』
を
催
さ
せ
る
も
の
」
は
、
理
性
の
解
釈
を
介
し
、
間
接
的
表
象
を
用
い
て
表
現
す
る
以
外
に
は
な
い
。

!6

注
t
及
び
第
３
章
を
参
照
の
こ
と
。
第
３
章
第
２
節
で
は
、「
人
間
」
の
実
践
理
性
の
極
限
と
し
て
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
図
式
（A

＝–A

）
が
、「
歴
史
の
目
的
」
そ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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!7

ア
ー
レ
ン
ト
が
引
用
す
る
次
の
詩
を
参
照
の
こ
と
（
邦
訳
は
、
中
桐
雅
夫
・
福
間
健
二
訳
編
『
双
書
20
世
紀
の
詩
人
７
・
オ
ー
デ
ン
詩
集
』〔
小
沢
書
店
、
一
九
九

三
年
〕
に
よ
る
）。「
お
お
、
水
の
な
か
に
両
手
を
つ
っ
こ
め
、
／
つ
っ
こ
む
ん
だ
、
手
首
ま
で
、
／
じ
っ
と
見
る
ん
だ
、
洗
面
器
の
な
か
を
、
／
考
え
る
ん
だ
、
何
を

な
く
し
た
か
を
。
／
戸
棚
の
な
か
で
氷
河
が
ノ
ッ
ク
、
／
ベ
ッ
ド
の
う
え
で
砂
漠
が
溜
息
、
／
茶
碗
の
ひ
び
が
道
つ
け
て
／
死
者
の
国
へ
の
小
道
を
開
く
。
／
Ｗ
・
Ｈ

オ
ー
デ
ン
」（LM

1.212-213

）

!8

ア
ー
レ
ン
ト
が
論
じ
る
共
同
体
が
、「
歴
史
の
目
的
」（
歴
史
の
計
略
）
へ
と
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
３
章
第
２
節
を
参
照
の
こ
と
。

!9

こ
の
文
は
カ
ト
ー
か
ら
の
引
用
で
、『
精
神
の
生
活
』
第
１
部
冒
頭
、
扉
の
頁
（
つ
ま
り
頁
数
は
付
さ
れ
て
い
な
い
）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
じ
引
用
文

が
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
人
間
の
条
件
』
本
文
の
末
尾
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

@0

こ
れ
に
つ
い
て
も
第
３
章
第
２
節
を
参
照
の
こ
と
。

@1

第
１
章
第
１
節
・
第
２
節
、
第
３
章
第
２
節
を
参
照
の
こ
と
。

@2

第
３
章
第
２
節
を
参
照
の
こ
と
。

@3

第
３
章
第
２
節
を
参
照
の
こ
と
。

@4

ア
ー
レ
ン
ト
が
引
用
す
る
対
話
は
次
の
と
お
り
（
邦
訳
は
、
小
田
島
雄
志
訳
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
全
集
Ⅰ
』〔
白
水
社
、
一
九
八
五
年
〕
に
よ
る
）。「
何
を
恐
れ

る
？
　
お
れ
自
身
を
か
？
　
他
に
誰
も
お
ら
ぬ
。
／
リ
チ
ャ
ー
ド
は
リ
チ
ャ
ー
ド
を
愛
し
て
い
る
。
お
れ
は
お
れ
だ
。
／
こ
こ
に
人
殺
し
が
い
る
か
？
　
た
し
か
に
い

る
、
こ
の
お
れ
だ
。
／
で
は
逃
げ
ろ
。
こ
の
お
れ
か
ら
？
　
な
ぜ
逃
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
？
／
お
れ
の
復
讐
を
恐
れ
る
か
ら
。
お
れ
が
お
れ
に
復
讐
す
る
？
／
だ
が
、
あ
あ
、

お
れ
は
お
れ
を
愛
し
て
い
る
。
な
ぜ
？
／
お
れ
が
お
れ
に
何
か
い
い
こ
と
を
し
た
か
ら
か
？
／
と
ん
で
も
な
い
！
　
お
れ
は
お
れ
を
憎
ん
で
い
る
の
だ
。
／
お
れ
が
お

れ
に
憎
む
べ
き
か
ず
か
ず
の
罪
を
犯
し
た
か
ら
！
／
お
れ
は
悪
党
だ
。
い
や
、
嘘
を
つ
け
、
お
れ
は
悪
党
で
は
な
い
。
／
自
分
の
悪
口
を
言
う
な
、
ば
か
。
お
世
辞
も

言
う
な
、
ば
か
」（LM
1.189

）。

@5

注
!1
、
!2
、
!3
、
!5
、
#2
及
び
第
２
章
第
２
節
を
参
照
。『
判
断
力
批
判
』
第
１
部
第
２
章
「
崇
高
の
分
析
論
」
第
52
節
「
同
一
の
作
品
に
お
け
る
様
々
な
芸
術
の

結
び
つ
き
に
つ
い
て
」
で
は
、
崇
高
が
美
と
合
一
し
う
る
の
は
、「
韻
を
踏
む

．
．
．
．

悲
劇
（g

e
re
im
te
r
T
ra
u
e
rs
p
ie
l

）、
教
訓
詩
（L

e
h
rg
e
d
ic
h
t

）、
聖
譚
曲

（O
rato
rium

）」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

@6

第
３
章
第
２
節
を
参
照
の
こ
と
。

@7

第
３
章
第
２
節
を
参
照
の
こ
と
。

@8

佐
藤
和
夫
氏
は
、『
精
神
の
生
活
』
に
お
け
る
「
単
独
」
と
「
孤
立
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
、『
精
神
の
生
活
』
の
訳
注
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
こ
の
区
別
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「
始
ま
り
」
と
し
て
の
崇
高



は
ア
ー
レ
ン
ト
が
膨
大
な
『
全
体
主
義
の
起
源
』
に
か
ん
す
る
結
論
と
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
孤
立
（loneliness

）
は
人
々
を
容
易
に
全
体
主
義
に
走
ら
せ
る
よ

う
に
な
る
も
の
だ
が
、『
一
人
で
い
る
こ
と
』、『
単
独
』（solitude

）
こ
そ
は
逆
に
真
に
人
間
的
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
根
本
的
条
件
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の

一
見
き
わ
め
て
類
似
し
た
、
内
容
的
に
は
反
対
の
区
別
こ
そ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
の
根
底
を
な
す
も
の
だ
ろ
う
」（LM

1.

邦
訳
285
頁
）。

@9

注
e
、
t
、
u
、
!6
、
!8
、
@0
、
@1
、
@2
、
@3
、
@6
、
@7
を
参
照
の
こ
と
。

#0

こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
意
志
の
概
念
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
そ
の
連
関
が
不
明
確
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
、
絶
対
的
自
発
性
と
し
て
の
「
超
越
論
的

自
由
」
と
、
こ
の
超
越
論
的
自
由
を
前
提
と
し
て
成
立
す
る
は
ず
の
意
志
の
自
由
す
な
わ
ち
「
実
践
的
自
由
」
が
統
一
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
カ
ン
ト

に
お
い
て
、「
超
越
論
的
自
由
」（
理
論
理
性
）
と
「
実
践
的
自
由
」（
実
践
理
性
）
と
の
連
関
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
河
村
克
俊
「
無
制
約
な
決
意
性

と
し
て
の
超
越
論
的
自
由
」（
カ
ン
ト
研
究
会
、
平
田
俊
博
、
渋
谷
治
美
編
『
実
践
哲
学
と
そ
の
射
程
』〔
晃
洋
書
房
、
一
九
九
二
年
〕）
を
参
照
。

#1

第
３
章
第
２
節
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
美
学
的
判
断
力
と
目
的
論
的
判
断
力
、
及
び
理
論
理
性
と
実
践
理
性
が
統

一
さ
れ
て
い
る
（
注
#0
、
#2
を
も
参
照
）。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
自
然
目
的
＝
芸
術
作
品
が
成
立
す
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
の
「
自
ら
原
因
で
あ
り

ま
た
結
果
で
も
あ
る
」
と
い
う
原
因
性
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
第
１
章
第
１
節
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
自
然
目
的
の
概
念
、
及
び
、
第
１
章
第
２
節
で
カ
ン
ト
の
因
果
律

を
も
と
に
想
定
し
た
、
三
次
元
上
で
の
歴
史
の
概
念
と
も
比
較
さ
れ
た
い
。

#2

注
!1
、
!2
、
!3
、
!5
、
@5
、
#1
、
及
び
第
２
章
第
２
節
、
第
３
章
第
１
節
を
参
照
せ
よ
。
崇
高
が
美
と
合
一
し
う
る
の
は
、「
同
一
の
作
品
に
お
け
る
様
々
な
芸
術

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

の
結
び
つ
き

．
．
．
．
．

」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
一
者
の
な
か
の
二
者
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

#3

こ
こ
で
カ
ン
ト
の
作
品
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
作
品
、
及
び
筆
者
の
こ
の
小
論
は
、
互
い
が
互
い
を
前
提
に
成
立
し
、
互
い
が
互
い
を
入
れ
子
状
に
含
み
合
う
構
造
を

な
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
の
「
付
録
」
と
し
て
の
弔
い
の
鐘
（
注
!3
を
参
照
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
間
で
互
い
に
反
響
（
＝
反
省
）
し
あ
い
、

無
限
に
こ
だ
ま
す
る
（
＝
韻
を
踏
む

．
．
．
．

）
こ
と
に
な
る
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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