
超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

谷

徹

は
じ
め
に

長
年
に
わ
た
っ
て
立
命
館
大
学
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
て
き
た
北
尾
宏
之
先
生

が
退
職
さ
れ
る
︒
北
尾
先
生
と
い
え
ば
カ
ン
ト
研
究
で
あ
る
︒
そ
の
退
職
記
念
論

集
の
企
画
を
前
に
し
て
︑
私
は
何
を
為
す
べ
き
か
︒
私
は
カ
ン
ト
研
究
者
で
あ
ら

ぬ
︒
そ
の
私
が
︑
数
多
の
研
究
者
に
よ
っ
て
営
々
と
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
カ
ン

ト
研
究
に
貢
献
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
︒
そ
う
思
う
と
退
却
・
退
避
し
た

く
な
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
蛮
勇
を
ふ
る
っ
て
私
自
身
の
研
究
方
向
か
ら
カ
ン
ト
に
考

察
を
向
け
た
い
と
思
う
︒

｢カ
テ
ゴ
リ
ー
﹂
が
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
は
︑
研
究
者
で
な
く
て
も
知
っ
て
い
る
︒
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
由
来
す
る
が
︑
カ
ン
ト
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
な
い
︒
た
と
え
ば
カ
ン
ト
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
﹁
能
動
﹂︑﹁
受
動
﹂
は
む
し
ろ
﹁
派
生
的
概
念

︵
P
rädikabilien
﹁
準
賓
位
語
﹂
と
も
訳
さ
れ
る(

)
︶
﹂
だ
と
言
う(

)
︒
Ｅ
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ

1

2

ス
ト
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
︑
存
在
︵
あ
る
︶
の
構
造
と
い
う

よ
り
む
し
ろ
ギ
リ
シ
ャ
語
の
構
造
︵
あ
る
い
は
文
法
︶
に
依
拠
す
る
と
見
る(

)
︒
そ

3

う
見
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
﹁
関
係
﹂
は
︑
そ
こ
に
出
さ
れ
て

い
る
実
例
か
ら
し
て
文
法
上
の
﹁
比
較
級
﹂
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
が
︑
カ
ン
ト
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
﹁
関
係
﹂
は
内
容
的
に
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る(

)
︒
カ
ン
ト
自
身
は

4

比
較
級
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
受
け
入
れ
な
い
だ
ろ
う
し
︵
せ
い
ぜ
い
準
賓
位
語
か
︶
︑

ま
た
︑
そ
も
そ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
︵
あ
る
い
は
西
洋
語
的
な
︶
意
味
で
の
比

較
級
が
日
本
語
に
存
在
し
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
文
化
的
事
実
を
認
め
る
人
は
そ
の

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
﹁
普
遍
性
﹂
に
疑
念
を
抱
く
だ
ろ
う
が
︑
そ
れ
で
も
筆
者
は
︑

比
較
級
は
面
白
い
と
考
え
て
い
る(

)
︒

5

カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
が
﹁
超
越
論
的
﹂︵
先
験
的
︶
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
︑

右
と
同
様
に
自
明
で
あ
る(

)
︒
そ
の
概
念
の
歴
史
的
な
由
来
な
ど
は
す
で
に
研
究
さ

6

れ
て
い
る
が
︑
そ
の
概
念
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
つ
い
て
は
な
お
︑
よ
り
深
く
・
よ

り
広
く
研
究
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
と
︑
こ
こ
で
あ
え
て
比
較
級
を
も
ち
い
て

語
っ
た
が
︑
こ
れ
は
︵
ご
賢
察
の
と
お
り
︶﹁
よ
り
以
上
﹂
の
こ
と
を
示
唆
す
る
た

め
で
あ
る
⁝
⁝
と
い
っ
て
も
︑
筆
者
と
し
て
は
本
稿
の
論
題
で
あ
ら
か
じ
め
そ
れ

を
暗
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

西
洋
語
の
形
容
詞
は
︵
た
い
て
い
︶
比
較
級
に
な
る
︒
で
は
︑﹁
超
越
論
的

︵
transzendental︶
﹂
と
い
う
形
容
詞
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
に
そ

れ
の
比
較
級
の
語
法
は
な
い
が
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
あ
る
︑
稀
な
語
法
で
は
あ
る

が(

)
︒
こ
れ
は
単
な
る
事
実
確
認
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
カ
ン
ト
に
も
﹁
よ
り
超
越

7論
的
︵
transzendentaler︶
﹂
な
哲
学
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
問
う
た
め
の
示
唆
︵
指
し
示
し
︶
で
あ
る
︒
こ
れ
に
関
わ
る
の
は
Ｍ
・
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
で
あ
る
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
カ
ン
ト
の
﹁
構
想
力
﹂
に
︵
よ
り

深
い
︶
解
釈
を
向
け
る
︒
念
の
た
め
に
記
す
と
︑
そ
の
カ
ン
ト
解
釈
そ
れ
自
体
が

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

九
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本
稿
の
主
題
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
を
媒
介
・
仲
介
す

る
こ
と
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
が
﹁
よ
り
明
示
的
﹂
に
な
り
︑
そ
れ
と
と

も
に
カ
ン
ト
哲
学
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
も
﹁
よ
り
明
示
的
﹂
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
︑
本
稿
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
カ
ン
ト
と
を
検
討
し

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
一
種
の
鼎
談
的
な
試
み
だ
と
も
言
え
る
︒
そ

れ
を
つ
う
じ
て
︑
カ
ン
ト
の
構
想
力
を
﹁
よ
り
超
越
論
的
﹂
に
捉
え
る
と
い
う
こ

と
の
意
味
︵
と
問
題
︶
も
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
︒

一
︑
本
稿
の
視
座
か
ら
見
る
フ
ッ
サ
ー
ル
と
カ
ン
ト

フ
ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
か
ら
い
く
つ
か
影
響
を
受
け
て
い
る
と
と
も
に
カ
ン
ト

を
批
判
し
て
も
い
る
︒
こ
の
両
面
は
時
期
に
よ
っ
て
変
化
す
る
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
は

﹁
超
越
論
的
自
我
﹂
と
か
﹁
超
越
論
的
主
観
性
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
超
越
論
的
還
元
﹂

と
か
﹁
超
越
論
的
現
象
学
﹂
と
か
︑
さ
ら
に
は
﹁
超
越
論
的
観
念
論(

)
﹂
な
ど
と

8

い
っ
た
語
ま
で
使
っ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
超
越
論
的
﹂
と
い
う
語
の
採
用
に
つ
い
て

は
︑
両
者
で
語
義
が
違
う
と
は
い
え
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
が
カ
ン
ト
か
ら
受
け
取
っ
た

こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
︒
し
か
し
ま
た
︑
Ｉ
・
ケ
ル
ン
の
﹃
フ
ッ
サ
ー
ル
と
カ
ン

ト(

)
﹄
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
と
カ
ン
ト
と
の
関
係
を
網
羅
的
に
示
し
た
古
典
的
研
究

9は
︑﹁
カ
ン
ト
は
感
性
と
悟
性
を
あ
ま
り
に
険
し
く
切
り
分
け
る
﹂
な
ど
の
︑

フ
ッ
サ
ー
ル
の
カ
ン
ト
批
判
も
示
し
て
い
る
︒
本
稿
は
ま
ず
も
っ
て
こ
の
批
判
に

関
わ
る
と
も
言
え
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
カ
ン
ト
の
感
性
と
悟
性
と
の
関
係
に
﹁
よ
り

深
く
﹂
立
ち
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
︱
︱
そ
れ
が
︑
賢
察
さ
れ
る
よ
う
に
︑
構

想
力
に
つ
な
が
る
︒

フ
ッ
サ
ー
ル
の
カ
ン
ト
へ
の
関
係
の
通
覧

ま
ず
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
カ
ン
ト
へ
の
関
係
を
通
覧
し
て
お
き
た
い
︒
最
初
期
の

フ
ッ
サ
ー
ル
は
数
学
を
志
し
て
い
た
︒
だ
が
︑
数
学
と
そ
れ
に
関
わ
る
諸
学
問
の

危
機
に
遭
遇
し
︑
哲
学
へ
と
転
向
す
る
に
い
た
っ
た
︒
学
問
を
︑
そ
し
て
諸
学
問

を
支
え
る
学
問
論
と
し
て
の
論
理
学
を
︑
哲
学
的
に
根
拠
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
︑

と
考
え
た
の
で
あ
る
︒

フ
ッ
サ
ー
ル
が
師
と
し
た
の
は
︑
ウ
ィ
ー
ン
の
Ｆ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
だ
っ
た
︒

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
﹁
経
験
論
﹂
的
傾
向
を
も
っ
て
い
た
︒
こ
れ
は
い
わ
ば
心
理
学

的
現
象
学
の
傾
向
だ
と
も
言
え
な
く
は
な
い(

)
︒
ま
た
︑﹁
物
理
学
的
現
象
学
﹂
と

10

い
っ
た
語
を
使
っ
て
い
た
Ｅ
・
マ
ッ
ハ
も
﹁
経
験
論
﹂
的
傾
向
を
も
っ
て
い
た

︵﹁
経
験
批
判
論
﹂
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
が
︶
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
の
故
郷
は
ウ
ィ
ー
ン
に
近

く
︑
そ
の
ウ
ィ
ー
ン
で
は
︑
ド
イ
ツ
と
は
違
っ
て
経
験
論
的
傾
向
を
示
す
学
風
が

強
か
っ
た
︒
そ
の
経
験
論
的
傾
向
と
し
て
︑
感
覚
的
な
も
の
を
重
視
す
る
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
マ
ッ
ハ
は
感
覚
の
要
素
主
義
一
辺
倒
で
は
な
く
︑
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
の
発
想
を
も
っ
て
い
た(

)
︒
ま
た
︑
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
門
下
の
兄
弟
子

11

で
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
師
の
ひ
と
り
で
も
あ
っ
た
Ｃ
・
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
フ
は
︑
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
者
た
ち
と
緊
密
な
関
係
を
も
っ
て
い
た(

)
︒
要
素
的
な
感
覚
が

12

欠
落
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︵
な
に
も
見
え
な
い
︑
な
に
も
聞
こ
え
な
い
は
ず
の
と
こ
ろ

に
︶
︑
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
が
見
え
る
︑
聞
こ
え
る
と
い
う
の
は
︑
物
理
的
あ
る
い
は

心
理
的
に(

)
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
要
素
的
と
み
な
さ
れ
る
感
覚
の

13

次
元
で
﹁
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
化
︵
G
estaltung
︶
﹂
︱
︱
こ
れ
は
日
本
語
的
に
言
え
ば

﹁
か﹅

た﹅

ち﹅

﹂
の
成
立
で
あ
る
︱
︱
が
起
き
る
と
い
う
こ
と
を
︑
ど
の
よ
う
に
そ
し

て
い
か
な
る
視
点
か
ら
捉
え
る
か
︑
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
こ

と
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
学
問
の
根
拠
づ
け
の
試
み
の
な
か
で
﹁
発
生
的
現
象
学
﹂
や

﹁
受
動
的
綜
合
﹂
の
分
析
が
展
開
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る(

)
︒
14

ま
た
︑
右
の
こ
と
と
も
絡
ん
だ
当
時
の
経
験
論
的
傾
向
と
し
て
︑﹁
私
﹂
と

い
っ
た
も
の
に
対
す
る
疑
念
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
そ
の
傾
向
の
な
か
に
も
程
度
差

は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
︑
大
き
く
言
え
ば
︑﹁
私
﹂
と
発
言
す
る
も
の
︵
人
物
・
人

一
〇
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格
︶
が
経
験
的
に
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
て
も
︑
そ
れ
を
哲
学
的
な
﹁
原
理
﹂
に

は
し
な
か
っ
た
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
も
初
期
に
は
︑
も
ろ
も
ろ
の
表
象
を
統
一
す
る
純

粋
自
我
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
︒
こ
の
点
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
影
響

も
か
な
り
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
マ
ッ
ハ
も
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た(

)
︒
こ
う
し
た
傾
向

15

は
当
時
の
新
カ
ン
ト
学
派
と
対
立
的
だ
っ
た
だ
ろ
う(

)
︒
こ
の
ま
ま
フ
ッ
サ
ー
ル
が

16

反
カ
ン
ト
的
で
あ
り
つ
づ
け
た
な
ら
ば
︑
両
者
の
関
係
を
問
う
た
と
こ
ろ
で
あ
ま

り
生
産
的
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
的
還
元
の

方
法
を
確
立
し
︵
一
九
〇
七
年
頃
︶
︑
そ
れ
か
ら
し
だ
い
に
カ
ン
ト
に
近
づ
き
︑
上

述
の
よ
う
に
﹁
超
越
論
的
﹂
の
語
も
自
分
自
身
の
語
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な

り
︑
一
九
一
二
年
頃
に
な
る
と
純
粋
自
我
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
よ
う
に
な

る
︒︵
た
だ
し
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
う
し
た
﹁
私
﹂
を
﹁
他
者
﹂
と
の
間
主
観
的
な
関
係

に
お
い
て
も
問
う
た
し
︑
ま
た
そ
の
実
質
・
内
容
も
問
う
た
が
︑
カ
ン
ト
で
は
こ
れ
ら
は

主
題
的
に
な
ら
な
か
っ
た(

)
︒
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
相
違
が
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
扱
え
な

17

い
︒︶

受
動
的
綜
合
と
構
想
力

フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九
二
〇
年
代
︵
実
質
的
に
は
も
っ
と
前
か
ら
だ
と
も
言
え
る
︶

か
ら
﹁
発
生
的
現
象
学
﹂
を
展
開
さ
せ
る
︒
こ
れ
は
﹁
受
動
的
綜
合
﹂
と
い
う
概

念
と
一
体
を
な
し
て
い
る
︒
カ
ン
ト
に
は
受
動
的
綜
合
と
い
っ
た
概
念
は
な
い
だ

ろ
う
︒
綜
合
は
︑
感
性
の
受
容
性
で
は
な
い
自
発
的
な
機
能
を
必
要
と
す
る
︒
し

か
し
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
生
的
現
象
学
は
︑
感
性
的
・
直
観
的
な
も
の
に
お
い
て

す
で
に
綜
合
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
︒

い
ま
︑
カ
ン
ト
に
は
受
動
的
綜
合
の
概
念
は
な
い
︑
と
述
べ
た
︒
そ
の
語
は
な

い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
ま
っ
た
く
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
構
想
力
﹂
は
ど
う
だ
ろ
う
︒

と
言
う
と
︑
い
や
︑
カ
ン
ト
の
構
想
力
は
感
性
と
悟
性
の
あ
い
だ
で
働
く
中
間
的

概
念
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
受
動
的
綜
合
と
は
無
関
係
だ
︑
と

言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
本
稿
は
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
カ
ン
ト
を
解
釈

す
る
こ
と
を
試
み
る
︒
と
り
わ
け
受
動
的
綜
合
を
軸
に
し
て
カ
ン
ト
の
構
想
力

︱
︱
こ
れ
は
︑﹁
把
捉
の
綜
合
﹂︑﹁
再
生
産
の
綜
合
﹂︑﹁
再
確
認
の
綜
合
﹂
と
関

わ
る
︱
︱
を
解
釈
し
た
い
が
︑
そ
の
た
め
に
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
第
二
版
よ
り
も

む
し
ろ
第
一
版
の
ほ
う
が
よ
り
重
要
に
な
る(

)
︒
18

考
察
の
糸
口
と
し
て
︑
構
想
力
と
結
び
つ
い
て
い
る
カ
ン
ト
の
﹁
純
粋
悟
性
概

念
の
演
繹
﹂
に
注
目
し
よ
う
︒
こ
の
﹁
演
繹
﹂
は
独
特
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
︒
さ
し
あ
た
り
︑
そ
れ
は
﹁
経
験
﹂
に
お
け
る
／
か
ら
の
﹁
帰
納
﹂
で
な
い
だ

ろ
う
︒
言
い
か
え
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
少
な
く
と
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
悟
性
概

念
を
経
験
か
ら
帰
納
す
る
作
業
で
は
な
い
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
は
経
験
と
ま
っ
た

く
無
関
係
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
ま
た
︑
そ
れ
は
演
繹
と
は
言
っ
て
も
︑
ま
ず
経
験

に
お
い
て
︵
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
︶
諸
概
念
が
対
象
と
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
が
成

り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
に
し
て
︑
そ
こ
か
ら
︑
ど
う
い
う
条
件
が

満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
そ
う
し
た
経
験
が
成
り
立
た
ち
え
な
い
か
︑
逆
に
言
え

ば
︑
ど
う
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
う
し
た
経
験
が
成
り
立
ち
う
る

か
︑
を
い
わ
ば
︵
逆
算
的
に
近
い
意
味
で
︶
遡
及
的
に
導
出
す
る
︒
カ
ン
ト
は

﹁﹇
⁝
⁝
﹈
私
は
︑
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
諸
概
念
が
対
象
と
連
関
し
う
る
仕
方
を
示
す

説
明
を
︑
そ
れ
ら
の
諸
概
念
の
超﹅

越﹅

論﹅

的﹅

演﹅

繹﹅

と
名
づ
け
︑
そ
れ
を
経﹅

験﹅

的﹅

演﹅

繹﹅

か
ら
区
別
す
る
⁝
⁝(

)
﹂
と
言
い
︑
そ
う
し
た
﹁﹇
⁝
⁝
﹈
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋

19

諸
概
念
の
演
繹
は
徹
頭
徹
尾
こ
の
道
︹
＝
ロ
ッ
ク
の
開
い
た
経
験
論
的
な
道
︺
に

は
な
い
﹇
⁝
⁝
﹈(

)﹂
と
も
言
う
︒

20

た
し
か
に
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
経
験
か
ら
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
を
単
純
に

引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
も
重
々
承
知
で
あ

る(

)
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
カ
ン
ト
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
道
と
し
て
︵
経
験
︿
以
前
﹀
の

21も
の
を
逆
算
す
る
︶﹁
演
繹
﹂
を
採
る
の
に
対
し
て
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
﹁
還
元
﹂
に

よ
っ
て
﹁
超
越
論
的
経
験
﹂
︱
︱
も
は
や
そ
れ
を
外
部
の
視
点
か
ら
︵﹁
超
越
化
的

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

一
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思
考
﹂
に
よ
っ
て
︶
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
経
験
︑
し
か
し
﹁
内
在
﹂
に

お
い
て
直
観
可
能
な
経
験
︱
︱
を
確
保
す
る
の
で
あ
る(

)
︒
す
な
わ
ち
フ
ッ
サ
ー
ル

22

は
還
元
に
よ
っ
て
経
験
︿
以
前
﹀
の
も
の
を
直
観
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
カ
ン

ト
が
上
記
の
演
繹
で
得
た
構
想
力
を
め
ぐ
る
議
論
も
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
︑
あ
る

程
度
ま
で
直
観
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
筆
者
は
こ
う
考

え
る
︒
こ
の
場
合
︑﹁
カ
ン
ト
に
は
還
元
の
概
念
が
欠
け
て
い
る(

)
﹂
と
い
う
フ
ッ

23

サ
ー
ル
の
カ
ン
ト
批
判
が
弱
ま
り
︑﹁
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
カ
ン
ト
の
遡
及
的
な

問
い
の
設
定
の
継
承(

)
﹂
の
側
面
が
強
ま
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
道
で
︑
カ
ン
ト

24

の
構
想
力
の
考
察
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
直
観
的
な
分
析
と
に
お
い
て
重
な

る
も
の
が
あ
れ
ば
興
味
深
い
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
意
味
で
は
︑
こ
れ
は
い
わ
ば

﹁
演
繹
︵
D
eduktion
︶
﹂
を
﹁
還
元
︵
R
eduktion
︶
﹂
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試

み
だ
と
も
言
え
る(

)
︒

25

直
観
の
位
置
づ
け

右
と
同
じ
こ
と
だ
が
︑
も
う
ひ
と
つ
別
方
向
か
ら
述
べ
て
お
こ
う
︒
演
繹
を
説

明
す
る
と
き
カ
ン
ト
は
﹁
事
実
問
題
﹂
と
﹁
権
利
問
題
﹂
と
い
う
区
別
を
立
て

る(

)
︒
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
筆
者
の
記
憶
が
曖
昧
だ
が
︑
現
象
学
的
理
性
は
意
外
に

26も
事
実
問
題
化
す
る
理
性
で
あ
る
︑
と
論
じ
た
人
が
い
た(

)
︒
カ
ン
ト
が
権
利
問
題

27

と
し
て
捉
え
た
こ
と
が
ら
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
事
実
問
題
と
し
て
捉
え
直
そ
う
と
し

た
︑
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒
こ
の
言
い
方
︵
定
式
？
︶
は
面
白
く
︑
目
を
引
く
︒

し
か
し
︑
筆
者
と
し
て
は
こ
の
主
張
を
少
し
変
更
し
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
カ
ン
ト

が
演
繹
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
ら
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
還
元
的
に
捉
え
よ
う

と
し
た
の
だ
︑
と
︒
両
者
に
は
共
通
性
と
相
違
が
あ
る
︒
両
者
の
共
通
性
と
し

て
︑
演
繹
も
還
元
も
︵
経
験
を
先
に
進
め
る
の
で
は
な
く
︶
経
験
か
ら
そ
の
可
能
性

の
条
件
を
遡
っ
て
問
う
︒
経
験
︿
以
前
﹀
へ
還
帰
す
る
問
い
︑﹁
遡
問

︵
R
ückfrage︶
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
問
わ
れ
る
経
験
︿
以
前
﹀
は
︑
経

験
の
対
象
︵
の
成
立
︶︿
以
前
﹀(

)

で
も
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
そ
こ
で
は
非
対
象
的

28

な
も
の
や
先
対
象
的
な
も
の
が
問
わ
れ
る
が
︑
し
か
し
ま
た
︿
見
る
﹀
や
︿
聞

く
﹀
と
い
っ
た
動
詞
的
な
﹁
作
用
﹂
︱
︱
文
法
的
に
能
動
態
で
示
さ
れ
た
り
受
動

態
で
示
さ
れ
た
り
︵
あ
る
い
は
再
帰
性
に
関
わ
る
中
動
態
で
示
さ
れ
た
り
︶
す
る
が
︑

こ
う
し
た
作
用
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
対
象
で
は
な
い
︱
︱
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る

だ
ろ
う
︒
他
方
︑
相
違
と
し
て
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
還
元
に
お
い
て
﹁
直
観
性
﹂
を

要
求
す
る
が
︑
カ
ン
ト
の
演
繹
で
は
そ
れ
を
要
求
せ
ず
︑
む
し
ろ
排
除
す
る
よ
う

に
見
え
る
︵
た
だ
し
︑
こ
こ
に
は
﹁
直
観
﹂
の
語
義
が
両
者
で
異
な
る
こ
と
も
ま
た
重

要
で
あ
り
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
直
観
は
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
よ
り
い
わ
ば
柔
軟
で
あ
り
︑
し
か

も
そ
れ
は
普
遍
的
な
﹁
本
質
直
観
﹂
さ
え
も
含
む
︶
︒
確
認
の
た
め
に
ひ
と
つ
だ
け
引

用
し
て
お
く
と
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九
〇
七
年
に
﹁﹇
⁝
⁝
﹈
で
き
る
だ
け
悟
性

を
用
い
ず
︑
で
き
る
だ
け
純
粋
直
観
︵
悟
性
的
思
考
な
き
直
観

intuitio
sine

com
prehensio︶
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る(

)
﹂
と
述
べ
て
い
た
︒

29

し
か
し
︑
直
観
と
言
っ
て
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な
直
観
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
想
起
も

直
観
的
で
あ
る
︒
空
想
も
直
観
的
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
想
起
は
か
つ
て
知
覚
で

あ
っ
た
も
の
の
想
起
で
あ
る
︒
想
起
は
そ
れ
自
体
が
知
覚
を
遡
り
示
し
て
い
る

︵
zurückw
eisen
︶(

)
の
で
あ
る
︒
そ
の
他
の
直
観
も
同
様
で
あ
る
︒
知
覚
こ
そ
が
根

30

源
的
・
原
本
的
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
過
去
は
か
つ
て
現
在
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑

時
間
に
つ
い
て
も
現
在
が
根
源
的
・
原
本
的
で
あ
る
︒
存
在
に
つ
い
て
も
同
様
の

こ
と
が
言
え
る
︒﹁
あ
る
﹂
が
根
源
的
・
原
本
的
で
あ
り
︑﹁
あ
る
か
も
し
れ
な

い
﹂
な
ど
は
派
生
的
で
あ
る
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
の
遡
問
︵
R
ückfrage︶
は
︑
任
意
な

問
い
で
は
な
く
︑
そ
う
し
た
派
生
的
な
も
の
が
﹁
遡
り
示
す
︵
zurückw
eisen
︶
﹂

と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
︑
根
源
的
・
原
本
的
な
も
の
へ
向
か
う
︒
そ
の
よ
う
に
し

て
︵
学
問
の
︑
そ
し
て
学
問
論
と
し
て
の
論
理
学
の
根
拠
づ
け
の
た
め
に
︶
根
源
的
な

も
の
の
直
観
に
遡
及
・
還
帰
・
再
帰
し
よ
う
と
す
る
︒
そ
れ
が
す
べ
て
の
学
知
の

根
源
で
あ
り
︑
根
拠
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
還
元
と
い
う
錬
磨
さ
れ
た
︵
そ
れ
自
体

一
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も
事
象
の
遡
り
示
し
に
導
か
れ
た
︶
方
法
に
よ
っ
て
︑
こ
の
根
源
・
根
拠
を
直
観
的

に
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
︑
右
で
示
し
た
目
を
引
く
定
式
を
再
定
式
化
す

る
と
︑
現
象
学
的
理
性
は
直
観
化
す
る
理
性
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︱
︱

こ
れ
は
意
外
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
︑
目
を
引
く
こ
と
に
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う

が
︑
本
稿
で
は
重
要
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
哲
学
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲

学
に
は
相
違
が
あ
る
が(

)
︑
そ
れ
で
も
あ
る
程
度
の
重
な
り
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

31

き
る
か
も
し
れ
な
い
︵
先
に
暗
示
し
た
よ
う
に
案
外
カ
ン
ト
も
直
観
的
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁
た
と
え
︑
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
︑
ま
た
ど
の
よ
う
な
手
段
に

よ
っ
て
認
識
が
対
象
と
連
関
す
る
に
せ
よ
︑
認
識
が
そ
れ
を
つ
う
じ
て
対
象
と
直
接
的
に

連
関
し
︑
だ
か
ら
す
べ
て
の
思
考
が
そ
れ
を
手
段
と
し
て
め
ざ
す
も
の
は
︑
直
観
で
あ

る(

)
﹂
と
い
う
カ
ン
ト
の
論
述
が
﹁
多
く
の
場
合
あ
ま
り
に
も
低
く
評
価
さ
れ
す
ぎ
て
い

32る
﹂
と
言
い
︑
こ
の
こ
と
が
﹁
い
わ
ば
頭
に
叩
き
こ
ま
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い(

)
﹂
と

33

強
調
す
る
︒
こ
れ
を
カ
ン
ト
の
演
繹
と
い
う
方
法
に
ま
で
拡
張
で
き
る
か
ど
う
か
︶
︒

以
上
の
点
に
注
目
す
れ
ば
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
と
カ
ン
ト
の
距
離
が
縮
ま
る
可
能
性

が
あ
ら
か
じ
め
︵
偵
察
的
に
︶
見
通
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

二
つ
の
構
想
力

さ
て
︑
カ
ン
ト
の
演
繹
は
構
想
力
に
関
わ
る
︒
彼
の
構
想
力
は
︑
感
性
と
悟
性

を
仲
介
・
媒
介
す
る
能
力
だ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
感
性
と
悟
性
の
﹁
あ
い
だ
﹂
で

働
く
能
力
だ
と
言
え
よ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
﹁
構
想
力
︵
E
inbildungskraft︶
﹂

は
︑
感
性
的
な
﹁
形
象
︵
B
ild
︶
﹂
を
手
掛
か
り
と
し
た
説
明
を
経
由
し
て
︑
そ
れ

を
越
え
た
︵
超
感
性
的
な
︶﹁
図
式
﹂︵
Schem
a︶
を
い
わ
ば
構
成
す
る
と
見
て
い

た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
︑﹁
図
式
﹂
︱
︱
Schem
a
の
語
も
元
来
﹁
か
た
ち
﹂

を
意
味
す
る
︱
︱
は
超
感
性
的
な
﹁
形
象
﹂
だ
と
も
言
え
る
と
す
れ
ば
︑
な
ん
ら

か
の
﹁
か
た
ち
﹂
を
形
成
す
る
こ
と
が
構
想
力
に
と
っ
て
基
本
的
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
そ
れ
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
︒
逆
に
︑﹁
形
象
﹂
も
単
に
感
性
的
で
は
な
く
て
︑

す
で
に
︵
構
想
力
の
お
か
げ
で
︶
超
感
性
的
な
性
格
を
含
む
か
も
し
れ
な
い
︒

カ
ン
ト
は
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
第
一
版
で
﹁
た
だ
次
の
こ
と
だ
け
は
︑
序
論
︑

あ
る
い
は
前
書
き
に
は
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
お
そ
ら
く
共
通

の
︑
し
か
し
私
た
ち
に
は
未
知
の
根
か
ら
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
の
︑
人
間
的
認
識

の
二
つ
の
幹
︑
つ
ま
り
感﹅

性﹅

と
悟﹅

性﹅

と
が
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
う
ち
の
前
者
に

よ
っ
て
私
た
ち
に
は
対
象
が
与
え
ら
れ
る
が
︑
し
か
し
後
者
に
よ
っ
て
対
象
が
思

考
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
︑
そ
れ
で
あ
る
︒(

)﹂
と
述
べ
て
い
た
︒
感
性
と
悟
性
に

34

は
未
知
の
共
通
の
根
が
あ
っ
て
︑
両
者
は
そ
こ
か
ら
生
じ
る(

)
︒
こ
の
根
を
ハ
イ
デ

35

ガ
ー
は
構
想
力
に
見
定
め
る(

)
︒
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
に
お
い
て
感
性
と
悟
性
︑

36

さ
ら
に
両
者
の
あ
い
だ
で
働
く
構
想
力
が
三
つ
の
柱
を
な
し
て
い
る
と
も
言
え
る

が
︑
し
か
し
感
性
と
悟
性
の
共
通
の
根
が
構
想
力
だ
と
す
れ
ば
︑
感
性
と
悟
性
の

切
り
分
け
は
弱
く
な
る
し
︑
同
時
に
ま
た
︑
共
通
の
根
と
し
て
の
構
想
力
は
︑
超

越
論
的
な
も
の
と
し
て
の
感
性
や
悟
性
よ
り
も
︑
そ
し
て
そ
の
両
者
の
あ
い
だ
で

働
く
構
想
力
よ
り
も
︑﹁
よ
り
超
越
論
的
﹂
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の

﹁
よ
り
超
越
論
的
﹂
な
構
想
力
と
︑
感
性
と
悟
性
の
あ
い
だ
で
働
く
構
想
力
と
を

区
別
す
る
こ
と
で
︑
道
が
拓
か
れ
る
︒

構
想
力
が
︵
こ
う
し
て
二
義
的
に
な
る
と
は
い
え
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
︶
よ
り
超
越

論
的
な
身
分
を
も
つ
な
ら
ば
︑
感
性
と
悟
性
の
険
し
い
切
り
分
け
と
い
う
フ
ッ

サ
ー
ル
の
カ
ン
ト
批
判
の
妥
当
性
も
低
下
せ
ざ
る
を
え
な
い
︵
む
し
ろ
フ
ッ
サ
ー

ル
の
ほ
う
が
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
﹄
な
ど
で
は
感
覚
と
言
語
を
険
し
く
切
り
分
け
て
い
た
︶
の

で
は
な
い
か
︒
カ
ン
ト
は
第
一
版
で
構
想
力
を
重
視
し
た
が
︑
第
二
版
で
そ
れ
を

後
退
さ
せ
た
か
ぎ
り
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
が
よ
り
的
中
的
な
の
は
第
二
版
だ
ろ

う
︒
し
か
し
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
﹁
よ
り
超
越
論
的
﹂
な
方
向
に
進
み
︑
そ
の

結
果
︑
両
者
が
近
づ
い
た
と
す
れ
ば
︑
そ
し
て
両
者
の
交
点
が
構
想
力
だ
っ
た
と

す
れ
ば
︑
両
人
の
関
係
は
ど
う
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
道
を
進
む
こ
と
で
︑

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

一
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筆
者
自
身
の
︵﹁
構
想
力
﹂
と
い
う
よ
り
︶﹁
空
想
力
﹂
の
発
揮
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
が
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
カ
ン
ト
解
釈
を
試
み
て
み
た
い
︒

二
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
感
性
︵
直
観
︶
︑
構
想
力
︵
志

向
的
媒
体
︶
︑
悟
性
︵
言
語
︶

カ
ン
ト
の
構
想
力
に
関
連
し
そ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析(

)
を
見
て
み
よ
う
︵
筆

37

者
は
他
の
文
脈
で
も
以
下
の
箇
所
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
︶
︒﹁﹇
⁝
⁝
﹈
す
べ
て
の

ノ
エ
マ
的
作
用
意
味
︹
＝
直
観
次
元
の
対
象
の
構
成
作
用
に
関
わ
る
﹁
意
味
﹂︺

と
︑
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
対
象
性
へ
の
関
係
は
︑
表
現
作

用
の
ノ
エ
マ
的
な
も
の
︹
＝
言
語
次
元
の
﹁
意
義
﹂︺
の
う
ち
に
﹁
概
念
的
﹂
な

形
を
と
っ
て
は
っ
き
り
と
表
わ
さ
れ
て
く
る
︹
sich
auspägt︺
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
或
る
特
有
の
志
向
的
媒
体
︹
intentionales
M
edium
︺

が
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
︑
そ
の
媒
体
が
そ
の
本
質
上
持
つ
際
立
っ
た
特
色
は
︑
ほ

か
の
す
べ
て
の
︹
直
観
的
な
︺
志
向
性
を
形
式
お
よ
び
内
容
の
面
か
ら
い
わ
ば
反

映
し
て
︹
w
iederzuspiegeln
︺︑
固
有
の
着
色
に
お
い
て
こ
れ
を
模
写
し

︹
abzubilden
︺︑
そ
の
際
そ
れ
ら
の
志
向
性
に
︑
お
の
れ
固
有
の
﹁
概
念
性
﹂
と

い
う
形
式
を
刻
み
込
む
︹
einzubilden
︺︑
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
︒(

)﹂
38

右
で
は
直
観
と
言
語
的
表
現
と
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
︒︹

︺
記
号
の
な
か

に
説
明
を
補
っ
た
の
で
す
で
に
明
確
か
と
も
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
を
さ
ら
に
説
明

す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
直
観
次
元
に
は
ノ
エ
マ
が
位
置
す
る
︒
ノ
エ
マ

は
︑
直
観
的
に
構
成
さ
れ
る
対
象
の
﹁
意
味
︵
Sinn
︶
﹂︵
の
綜
合
体
︶
で
あ
り
︑

そ
れ
自
体
は
意
識
に
内
在
的
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
媒
介
・
突
破
し
て
︵
超
越
的
な
︶

対
象
が
志
向
さ
れ
る
︒
他
方
︑
こ
れ
に
言
語
的
表
現
の
次
元
で
対
応
す
る
の
は

︵﹁
表
現
作
用
の
ノ
エ
マ
的
な
も
の
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︶
は
﹁
意
義
︵
B
edeutung
︶
﹂

で
あ
る
︵
こ
の
次
元
で
は
言
語
の
﹁
意
義
﹂
を
媒
介
・
突
破
し
て
対
象
が
志
向
さ
れ

る
︶
︒
後
者
は
︑
カ
ン
ト
的
に
見
た
﹁
概
念
﹂
と
も
重
な
る
︒
そ
こ
で
右
で
は
︑

こ
の
直
観
次
元
と
言
語
的
表
現
次
元
の
﹁
あ
い
だ
﹂
の
関
係
と
︑
両
者
を
媒
介
す

る
も
の
が
分
析
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
ず
も
っ
て
︑
言
語
的
表
現
︵﹁
意
義
﹂

﹁
概
念
﹂︶
に
お
い
て
︑
直
観
の
﹁
意
味
﹂
が
﹁
よ
り
明
示
的
﹂
に
表
わ
さ
れ
る

︵
sich
ausprägen
︶
︒
両
者
に
は
こ
う
い
う
︵
比
較
級
的
な
︶
関
係
が
あ
る
︒
そ
し

て
︑
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
は
志
向
的
媒
体
の
機
能(

)

が
働
く
︵
カ
ン
ト
的
に
は
︑

39

構
想
力
が
感
性
と
悟
性
を
仲
介
す
る
機
能
を
も
つ
︶
︒
そ
の
媒
体
機
能
は
直
観
︵
ノ
エ

マ
︶
の
意
味
を
﹁
反
映
す
る
﹂
の
で
あ
る
が
︑
す
な
わ
ち
︑﹁
模
写
す
る

︵
abbilden
︶
﹂
の
で
あ
る
が
︑
た
だ
そ
の
ま
ま
模
写
︵
複
製
︶
す
る
の
で
は
な
く
︑

﹁
固
有
の
着
色
﹂︵
こ
れ
は
お
そ
ら
く
絵
画
的
な
比
喩
で
あ
る
が
︑
実
質
的
に
﹁
概
念
性
﹂

と
重
な
る
だ
ろ
う
︶
を
加
え
て
模
写
す
る
の
で
あ
り
︑
す
な
わ
ち
そ
の
際
に
﹁
お

の
れ
固
有
の
﹁
概
念
性
﹂
と
い
う
形
式
﹂︵
す
な
わ
ち
言
語
的
な
形
式
だ
が
︑
カ
ン
ト

的
に
は
と
り
わ
け
純
粋
悟
性
概
念
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
︶
を
﹁
刻
み
込

む
︵
einbilden
︶
﹂
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
言
語
的
表
現
︵﹁
意
義
﹂︶
が
成
立

す
る
︒
こ
の
媒
体
機
能
が
einbilden
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
︵
邦
訳
書

で
は
﹁
刻
み
込
む
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
︶
︑
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
﹁
構
想
︵
E
inbildung
︶
﹂

な
い
し
﹁
構
想
力
︵
E
inbildungskraft︶
﹂
に
対
応
す
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
︒｢よ

り
深
く
﹂
解
釈
し
て
み
よ
う
︒
志
向
的
媒
体
は
﹁
模
写
す
る
︵
abbilden
︶
﹂

と
い
う
機
能
も
も
つ
︒
こ
の
場
合
の
ab
は
︑
た
と
え
ば
ableiten︵
導
き
出
す
︑

派
生
さ
せ
る
︶
の
ab
の
よ
う
な
語
義
を
も
つ
だ
ろ
う
︒
模
写
は
一
種
の
派
生
で
あ

る(

)
︒
と
は
い
え
︵
こ
こ
か
ら
は
筆
者
の
あ
る
意
味
で
﹁
空
想
﹂
的
な
解
釈
で
あ
る
が
︑

40し
か
し
︑
そ
れ
は
案
外
︑
事
象
そ
の
も
の
の
分
析
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
︶
︑

そ
の
ab
は
︑
た
と
え
ば
abbauen
︵
解
体
す
る
︶
の
よ
う
に
︑
直
観
︵
知
覚
︶
的

な
対
象
の
す
で
に
構
成
さ
れ
た
ひ
と
ま
と
ま
り
の
意
味
の
な
ん
ら
か
の
﹁
解
体
﹂

も
示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
さ
ら
に
は
そ
の
ab
は
︑
sich
abheben
の
よ

う
に
︑﹁
際
立
つ
﹂・﹁
明
示
さ
れ
る
﹂
こ
と
も
示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︵
引

一
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用
で
﹁
は
っ
き
り
と
表
わ
さ
れ
て
く
る
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
sich
ausprägen
に
も
同
様

の
含
意
が
あ
る
︶
︒
他
方
︑
einbilden
の
ein
は
﹁
中
に
﹂・﹁
内
部
に
﹂
と
い
っ
た

意
味
を
も
つ
︒
そ
し
て
︑
bilden
は
﹁
か
た
ち
づ
く
る
﹂
と
い
う
意
味
を
も
つ
の

で
︑
einbilden
は
︱
︱
通
常
は
﹁
構
想
す
る
﹂
と
か
﹁
空
想
す
る
﹂
を
意
味
す

る
が
︱
︱
こ
こ
で
は
﹁
形
式
を
内
部
に
刻
み
込
む
﹂
あ
る
い
は
﹁
内
部
に
か
た
ち

づ
く
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
︒
そ
れ
は
広
い
意
味
で
﹁
か
た
ち
﹂
を
与
え
る

の
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
abbilden
と
einbilden
と
い
う
語
に
よ
っ
て
︑
す

で
に
ひ
と
ま
と
ま
り
に
綜
合
さ
れ
て
い
る
直
観
・
知
覚
的
な
︵
ノ
エ
マ
的
︶
意
味

を
一
度
分
解
し
︑
派
生
的
に
模
写
し
つ
つ
言
語
形
式
を
刻
み
込
ん
で
意
義
と
し
て

よ
り
明
示
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
︑
上
記
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ

が
﹁
志
向
的
媒
体
﹂
の
媒
体
機
能
︵﹁
仲
介
す
る
﹂
機
能
︶
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ

て
直
観
か
ら
言
語
的
表
現
が
成
立
す
る
︒

上
記
は
一
九
一
三
年
の
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
﹄
に
お
け
る
記
述
︵
の
よ
り
深
く
踏
み

込
ん
だ
解
釈
︶
だ
が
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
す
で
に
一
九
〇
一
年
の
﹃
論
理
学
研
究
﹄

に
お
い
て
上
記
と
同
様
の
機
能
を
F
orm
ung
︵﹁
形
式
化
﹂
と
直
訳
で
き
る
が
︑﹁
か

た
ち
﹂
を
与
え
る
こ
と
な
の
で
﹁
形
式
賦
与
﹂
で
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︶
と
呼
ん
で
い

た
︒こ

の
よ
う
に
︑
カ
ン
ト
的
な
E
inbildung
あ
る
い
は
E
inbildungskraft
と

フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
einbilden
や
F
orm
ung
に
は
一
定
の
類
似
性
・
親
和
性(

)

が
41

見
ら
れ
る
︵
本
稿
冒
頭
で
略
述
し
た
G
estaltung
も
思
い
出
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ

ら
は
︑
単
な
る
感
覚
を
越
え
た
︑
あ
る
意
味
で
不
思
議
な
﹁
か
た
ち
﹂
の
成
立
に
関
わ

る(

)
︶
︒
そ
う
す
る
と
︑
引
用
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
的
媒
体
の
分
析
は
フ
ッ

42サ
ー
ル
的
な
着
色
に
お
け
る
﹁
構
想
力
﹂
論
だ
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
︒
こ
う
し
た
︑
感
性
︵
直
観
︶
と
悟
性
︵
言
語
︶
の
あ
い
だ
で
﹁
か
た
ち
﹂
を

与
え
る
仲
介
・
媒
体
的
な
機
能
の
分
析
は
︑
そ
の
用
語
も
含
め
て
︑
カ
ン
ト
の
構

想
力
と
一
脈
通
じ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
︒
い
や
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
フ
ッ
サ
ー

ル
の
好
む
﹁
構
成
︵
K
ostitution
︶
﹂
と
い
う
語
も
︑﹁
か
た
ち
-つ
く
る
﹂
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
概
念
は
︑
そ
の
発
展
性
に
お
い
て
見
れ
ば
︑︵
あ
ら

か
じ
め
あ
る
︶
な
に
も
の
か
に
た
だ
﹁
か
た
ち
﹂
を
与
え
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑

な
に
も
の
か
を
は
じ
め
て
﹁
か
た
ち
-つ
く
る
﹂︵
な
に
も
の
か
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と

を
は
じ
め
て
可
能
に
す
る
︶
と
い
う
可
能
性
も
拓
く
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の

概
念
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
事
態
に
は
︑
そ
の
機
能
に
一
定
の
限
界
あ
る
い
は
有
限

性
も
認
め
ら
れ
る
︑
と
補
足
し
て
お
き
た
い
が
︒

三
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
対
象
の
受
動
的
綜
合

上
記
は
︑
直
観
的
に
構
成
さ
れ
る
対
象
︱
︱
カ
ン
ト
的
な
言
い
方
で
は
経
験
の

対
象
と
見
て
よ
い
︱
︱
の
構
成
と
言
語
的
表
現
の
構
成
と
の
あ
い
だ
で
志
向
的
媒

体
が
働
く
こ
と
を
示
し
た
︒
し
か
し
︑
対
象
の
構
成
そ
れ
自
体
で
は
ど
う
だ
ろ
う

か
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
自
然
的
・
経
験
的
に
は
︑
対
象
は
そ
れ
自
体
で
︵
超
越
的

に
︶
存
在
し
て
い
る
と
信
憑
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
︵
彼
は
そ
の
存
在
信
憑
を
エ
ポ

ケ
ー
す
る
わ
け
だ
が
︶
︑
超
越
論
的
に
は
︑
そ
う
し
た
対
象
は
﹁
志
向
的
体
験
﹂
に

お
い
て
構﹅

成﹅

さ﹅

れ﹅

る﹅

と
見
る
︵
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
す
で
に
右
の
こ
と
か
ら
暗
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
対
象
の
構
成
と
言
語
の
構
成
は
︑
か
た
ち
の
刻
み
込

み
に
よ
る
相
違
は
あ
っ
て
も
︑
基
本
的
に
同
型
だ
と
見
る
︶
︒

フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
象
構
成
論
は
以
下
の
よ
う
な
枠
組
み
を
も
つ
︒
す
な
わ
ち
︑

ま

ず
﹁
感

覚
︵
E
m
pfindung
︶
﹂︑﹁
感

覚

与

件
﹂︑﹁
感

覚

的

な

も

の
︵
das

Sensuelle︶
﹂
︱
︱
﹁
ヒ
ュ
レ
ー
﹂
で
も
よ
い
︱
︱
が
与
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
は

そ
れ
自
体
と
し
て
は
﹁
意
味
﹂
を
も
た
な
い
︒
あ
る
い
は
︑
そ
れ
自
体
は
﹁
志
向

性
﹂
を
持
た
な
い
︒﹁
感
覚
的
な
も
の
﹂
は
﹁
そ﹅

れ﹅

自﹅

身﹅

の﹅

う﹅

ち﹅

に﹅

寸﹅

毫﹅

も﹅

志﹅

向﹅

性﹅

を﹅

持﹅

た﹅

な﹅

い﹅

﹂(

)︒
そ
れ
は
ま
だ
﹁
志
向
的
体
験
︵
intentionales
E
rlebnis︶
﹂
の

43

志

向

性

を

受

け

取
っ

て

お

ら

ず
︑
ま

た
︑﹁
体

験
︵
E
rlebnis︶
﹂
が
﹁
生

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

一
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︵
L
eben
︶
﹂
を
︵
す
で
に
両
者
の
綴
り
が
示
す
よ
う
に
︶
含
意
す
る
な
ら
ば
︑
ま
だ
生

を
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
ゆ
え
ま
だ
生
き
て
い
な
い
︒
そ
れ
が
志
向
的
体
験

に
お
い
て
﹁
生
化
︵
beseelen
︶
﹂
さ
れ
る
︑
あ
る
い
は
﹁
魂
︵
Seele︶
﹂
を
与
え

ら
れ
て
﹁
魂
ふ
り
﹂
さ
れ
る
︒
そ
れ
で
ど
う
な
る
か
︒
そ
れ
は
対
象
の
﹁
現
出
﹂

と
し
て
構
成
さ
れ
る
︒
こ
の
現
出
は
﹁
意
味
﹂
を
含
み
︑
あ
る
い
は
一
種
の
﹁
意

味
﹂
で
あ
り
︑
対
象
︵
通
常
の
語
義
で
の
対
象
︑
す
な
わ
ち
︑
端
的
な
対
象
︑
あ
る
い

は
経
験
の
対
象
︶
を
指
し
示
す
︒
対
象
﹁
の
﹂
現
出
︑
対
象
﹁
の
﹂
意
味
︑
こ
の

﹁
の
﹂
が
成
立
す
る
︒
こ
の
と
き
︑
も
ろ
も
ろ
の
現
出
・
意
味
は
ひ
と
ま
と
ま
り

に
綜
合
さ
れ
て
﹁
ノ
エ
マ
﹂︵
意
味
の
綜
合
体
︶
と
し
て
構
成
さ
れ
︑
そ
の
ノ
エ
マ

を
媒
介
・
突
破
す
る
仕
方
で
端
的
な
対
象
が
志
向
的
に
構
成
さ
れ
る
︒
誤
解
を
避

け
る
た
め
に
述
べ
て
お
け
ば
︑
ノ
エ
マ
は
︑
終
着
点
で
は
な
く
て
︑︵
あ
く
ま
で
媒

介
・
突
破
さ
れ
る
︶﹁
意
味
﹂
と
し
て
︑
対
象
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ

え
︑﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
﹄
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
﹁
感
性
︵
Sinnlichkeit︶
﹂
と
﹁
意
味

︵
Sinn
︶
﹂
と
の
区
別
を
促
す
が
︑
そ
れ
は
︑
前
者
に
お
け
る
﹁
感
覚
的
な
も
の
﹂

が
意
味
な
い
し
志
向
性
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

さ
て
︑
ノ
エ
マ
的
な
意
味
は
︑﹁
見
る
﹂
や
﹁
聞
く
﹂
の
よ
う
な
構
成
作
用

︵
ノ
エ
シ
ス
︶
の
な
か
で
成
立
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
前
者
は
後
者
か
ら
不
可
分
で
あ

る
︒
構
成
作
用
︵
ノ
エ
シ
ス
︶
は
﹁
意
味
賦
与
︵
作
用
︶
﹂
と
も
﹁
モ
ル
フ
ェ
ー
﹂

と
も
呼
ば
れ
る
︒
ヒ
ュ
レ
ー
お
よ
び
モ
ル
フ
ェ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
術
語
だ

が
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
﹁
モ
ル
フ
ェ
ー
﹂
は
﹁
か
た
ち
﹂
を
与
え
る
作
用
︑﹁
か
た

ち
-つ
く
る
﹂
作
用
だ
と
も
言
え
る
︒﹁
か
た
ち
﹂
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ

も
広
義
の
einbilden
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
直
観
か
ら
言
語
へ

の
移
行
よ
り
も
︿
以
前
﹀
に
す
で
に
直
観
的
な
対
象
構
成
に
お
い
て
広
義
の
︵
よ

り
根
源
的
な
︶
einbilden
が
働
い
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒

そ
の
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
感
覚
の
生
化
を
発
生
的
な
過
程
と
し
て
捉
え
直
し
︑

そ
れ
を
発
生
的
現
象
学
に
お
い
て
解
明
し
て
い
く
︒
こ
の
と
き
﹁
受
動
的
綜
合
﹂

が
働
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒﹃
受
動
的
綜
合
の
分
析
﹄
の
冒
頭
で
︑
フ
ッ

サ
ー
ル
は
﹁
外
的
知
覚
は
﹇
⁝
⁝
﹈
な
し
え
な
い
こ
と
を
な
し
遂
げ
︹
る
︺
と
す

る
不
断
の
僭
越
行
為
で
あ
る(

)
﹂
と
言
う
が
︑
こ
れ
は
﹁
知
覚
︵
W
ahrnehm
ung
︶
﹂
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の
語
が
﹁
真
に
︵
w
ahr︶
﹂
と
﹁
受
け
取
る
︵
nehm
en
︶
﹂
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
知
覚
は
︑
真
に
受
け
取
る
の
で
な
い
も
の
︵
お
の
れ
が
構

成
す
る
も
の
︶
も
真
と
し
て
受
け
取
る
︵
と
い
つ
も
僭
称
し
て
い
る
︶
︑
と
い
う
よ
う

に
理
解
で
き
る
︒
外
的
知
覚
は
単
に
受
容
的
・
受
動
的
で
は
な
く
︑
構
成
的
︵
あ

る
程
度
生
産
的
︶
で
も
あ
り
︑
そ
う
で
し
か
あ
り
え
な
い
︱
︱
こ
の
こ
と
が
す
で

に
知
覚
︵
直
観
︶
に
お
け
る
einbilden
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
外
的

知
覚
は
た
い
て
い
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
て
︑
お
の
れ
自
身
は
真
に
受
け
取
っ
て

い
る
だ
け
だ
︑
と
思
い
込
ん
で
い
る
︒

フ
ッ
サ
ー
ル
の
受
動
性
は
能
動
性
の
前
提
と
な
る
も
の
を
指
す
が(

)
︵
こ
れ
ら
は

45

受
容
性
お
よ
び
自
発
性
と
あ
る
程
度
ま
で
重
な
る
が
︑
完
全
に
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
︶
︑

こ
の
概
念
は
二
義
的
で
あ
る
︒
ま
ず
︑︵
通
常
の
時
間
的
意
味
で
︶
以
前
の
構
成
が

以
後
の
構
成
に
影
響
を
与
え
る
︒
た
と
え
ば
︑
以
前
の
ハ
サ
ミ
の
構
成
は
次
に
ハ

サ
ミ
を
構
成
す
る
際
に
﹁
連
合
︵
A
ssoziation
︶
﹂︵
連
想
︶
を
引
き
起
こ
し
︑
以

後
の
構
成
を
い
わ
ば
容
易
に
す
る
︒
後
者
に
と
っ
て
前
者
は
受
動
的
な
前
提
と
な

る
︒
後
者
は
あ
る
種
の
再
生
産
を
含
む
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
最
初
の
構
成
の
場
合

に
は
︑
こ
の
意
味
で
の
連
合
は
働
か
な
い
︒
で
は
︑
何
が
働
く
か
︒
フ
ッ
サ
ー
ル

の
術
語
で
言
え
ば
﹁
原
連
合
︵
U
rassoziation
︶
﹂
が
働
く
︒
こ
れ
は
連
合
に
比
べ

て
﹁
よ
り
根
源
的
﹂
で
あ
り
︑
前
提
と
い
う
点
で
﹁
よ
り
受
動
的
﹂
で
あ
る
︒

こ
の
場
合
の
出
発
点
も
﹁
感
覚
的
な
も
の
﹂
で
あ
る
︒﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
﹄
の

﹁
感
覚
的
な
も
の
﹂
は
志
向
性
を
も
た
な
い
と
さ
れ
た
︒
だ
が
︑
い
ま
や
︑
そ
れ

は
﹁
み
ず
か
ら
際
立
っ
て
く
る
も
の
︵
für
sich
A
bgehobenes
(

)
︶
﹂
だ
と
さ
れ
る

46

︱
︱
こ
の
﹁
み
ず
か
ら
︵
für
sich
︶
﹂
と
い
う
表
現
が
重
要
で
あ
る
︒
感
覚
的
な

も
の
は
︑
自
我
が
そ
れ
を
構
成
す
る
︿
以
前
﹀
に
自
我
を
触
発
す
る
︒
た
と
え
ば
大

一
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き
な
音
や
ま
ぶ
し
い
光
も
自
我
を
触
発
す
る
が
︑
し
か
し
ま
た
︑
満
天
の
星
空
で

七
つ
の
星
々
が
柄
杓
の
か
た
ち
に
ま
と
ま
り
な
が
ら
︵
い
わ
ば
み
ず
か
ら
綜
合
し
な

が
ら
︶
み
ず
か
ら
際
立
っ
て
く
る
と
き
に
も
︑
そ
れ
は
︵
た
と
え
物
理
的
刺
激
と
し

て
は
弱
く
て
も
︶
自
我
を
触
発
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
︑︵
柄
杓
型
に
︶
み
ず
か
ら
際

立
っ
て
く
る
も
の
︑
そ
し
て
そ
れ
の
み
ず
か
ら
際
立
っ
て
く
る
と
い
う
運
動
は
︑

そ
れ
自
体
と
し
て
は
自
我
の
作
用
に
先
立
ち
︑
少
な
く
と
も
能
動
的
な
志
向
性
に

先
立
ち
︑
こ
れ
に
依
存
し
な
い
︒
自
我
は
ま
だ
能
動
的
で
な
く
︑
受
動
的
で
あ

る
︒
こ
の
運
動
は
い
わ
ば
﹁
か
た
ち
﹂
が
現
れ
て
く
る
よ
う
な
仕
方
で
の
運
動
で

あ
る
︵﹁
お
の
れ
自
身
に
か
た
ち
を
与
え
る
﹂
と
い
う
能
動
態
を
変
形
さ
せ
た
よ
う
な
表

現
よ
り
も
﹁
か
た
ち
が
現
れ
て
く
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
︑
あ
る
い
は
﹁
か
た
ち
-
つ
く
ら

れ
て
く
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
︑
中
動
態
的
な
表
現
の
ほ
う
が
お
そ
ら
く
ベ
タ
ー
で
あ
る
︶
︒

た
だ
し
︑
こ
の
運
動
は
︑
こ
の
段
階
で
は
未
完
成
で
あ
る
︒
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て

自
我
が
振
り
向
き
︑
そ
れ
を
注
視
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
に
対
し
て
︑
自
我
は

︵
自
発
的
に
構
成
す
る
と
い
う
よ
り
も
︶﹁
応
答
的
︵
antw
ortend
(

)
︶
﹂
に
構
成
し
て

47

︵
そ
の
限
定
の
も
と
で
﹁
よ
り
能
動
的
﹂
に
な
っ
て
︶
そ
れ
を
明
示
化
し
︑︵
言
語
︿
以

前
﹀
に
す
で
に
直
観
に
お
い
て
︶﹁
よ
り
明
示
的
﹂
に
現
れ
さ
せ
る
の
で
あ
る(

)
︒
48

こ
れ
が
先
述
の
モ
ル
フ
ェ
ー
の
機
能
の
発
生
的
な
発
揮
で
あ
る
︒
い
ま
や
︑
そ

れ
は
︑
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
に
﹁
か
た
ち
﹂
を
与
え
る
機
能
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ

う
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
こ
う
し
た
受
動
的
綜
合
の
過
程
全
体
は
︑
自
我
が
応
答
的

に
参
与
し
つ
つ
﹁
か
た
ち
﹂
が
よ
り
明
示
的
に
現
れ
て
く
る
連
続
的
な
運
動
で
も

あ
る
︱
︱
こ
こ
で
も
ひ
と
つ
補
足
す
る
が
︑
仮
に
自
我
が
瞬
間
忘
却
的
で
あ
っ
た

な
ら
ば
︑
あ
る
い
は
自
我
が
瞬
間
ご
と
に
別
個
の
自
我
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
こ
の

連
続
的
な
構
成
運
動
は
不
可
能
で
あ
り
︑
む
し
ろ
自
我
は
︵
お
の
れ
自
身
が
非
分

裂
的
・
統
一
的
な
も
の
と
し
て
︶
こ
の
過
程
を
﹁
把
持
的
︵
retentional︶
﹂
に
記
憶

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
て
︑
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
受
動
的
綜
合
の

︵
対
象
側
と
自
我
側
の
︶
過
程
全
体
に
﹁
よ
り
根
源
的
﹂
な
einbilden
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
す
で
に
綜
合
さ

れ
た
︵
統
一
的
な
︶
対
象
あ
る
い
は
ノ
エ
マ
を
一
度
︵
そ
の
い
く
つ
か
の
成
分
に
︶

﹁
解
体
﹂
し
つ
つ(

)
﹁
模
写
﹂
し
な
が
ら
言
語
の
形
式
を
刻
み
込
む
の
が
︑
よ
り
派

49

生
的
な
︑
し
か
し
︑
よ
り
高
度
な
︵
直
観
と
言
語
表
現
の
あ
い
だ
で
働
く
︶

einbilden
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
発
想
は
他
方
で
﹁
超
越
論
的
論
理
学
﹂
と
も
関
わ
る
︒
フ
ッ
サ
ー
ル

の
意
味
で
の
超
越
論
的
論
理
学
は
︑
形
式
論
理
学
を
基
礎
づ
け
る
も
の
︵
超
越
論

的
な
学
問
論
だ
と
も
言
え
る
︶
で
あ
る
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機

を
見
て
い
た
が
︑
そ
の
危
機
は
諸
学
の
基
礎
で
あ
る
論
理
学
の
危
機
で
も
あ
り
︑

こ
れ
に
対
抗
し
て
︑
論
理
学
そ
れ
自
体
を
直
観
か
ら
基
礎
づ
け
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
︵
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
は
超
越
論
的
論
理
学
で
あ
る
と
さ

え
言
え
る
︶
︒
こ
の
作
業
は
︑
あ
る
意
味
で
カ
ン
ト
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
︱
︱
そ

れ
が
一
種
の
形
式
論
理
学
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
な
ら
ば
︱
︱
そ
の
主
要
部

分
に
関
し
て
直
観
か
ら
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る(

)
︒
こ
の
か
ぎ
り
で
超

50

越
論
的
論
理
学
は
︵
直
観
性
を
も
た
な
い
形
式
論
理
学
と
は
異
な
っ
て
︶
直
観
性
を
も

つ
︒四

︑
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
と
自
我
の
構
成

も
う
ひ
と
つ
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
時
間
の
構
成
を
解
明
す
る
た
め
に
︑
そ
れ
自
体

で
存
在
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
時
間
︵﹁
世
界
時
間
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
︶
を
︑

そ
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
﹁
現
在
﹂
︱
︱
﹁
生
き
生
き
し
た
現
在
﹂
︱
︱
へ
と

還
元
す
る
︒
こ
れ
は
︑
時
間
そ
れ
自
体
の
受
動
的
綜
合
の
分
析
だ
と
も
言
え
る
だ

ろ
う
︒

筆
者
は
時
間
の
構
成
に
つ
い
て
は
す
で
に
何
度
か
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
︒
こ
こ

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学
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で
は
基
本
事
項
を
﹁
再
確
認
﹂
︱
︱
こ
れ
は
予
確
認
的
・
偵
察
的
な
認
識
に
転
ず

る
か
も
し
れ
な
い
が
︱
︱
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

時
間
的
な
経
験
は
︑
原
印
象
︵
U
rim
pression
︶
︑
把
持
︵
R
etention
︶
︑
予
持

︵
P
rotention
︶
と
い
う
︑
意
識
の
働
き
︵
こ
れ
ら
は
受
動
的
で
あ
る
の
で
︑
作
用
と
呼

ぶ
と
い
さ
さ
か
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
は
あ
る
が
作
用
と
呼
ば
れ
る
︶
に
よ
っ
て
可
能

と
な
る
︒
ま
ず
は
︑
客
観
的
時
間
の
構
成
で
あ
る
︒
原
印
象
的
に
現
れ
る
音
︵
た

と
え
ば
ド
の
音
︶
の
よ
う
な
感
覚
は
た
だ
ち
に
消
滅
せ
ず
︑
把
持
さ
れ
る
︒
把
持

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
把
持
的
位
相
に
移
行
し
︑
あ
る
い
は
把
持
的
変
様

を
う
け
る
︒
他
方
そ
の
と
き
に
は
新
た
な
原
印
象
的
感
覚
︵
た
と
え
ば
ミ
の
音
︶

が
現
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
原
印
象
的
な
感
覚
は
︑
次
に
新
た
な
原
印
象

︵
た
と
え
ば
ソ
の
音
︶
が
現
れ
る
と
︑
同
様
に
把
持
的
位
相
に
移
行
し
︑
あ
る
い
は

把
持
的
変
様
を
う
け
る
︒
そ
れ
以
前
に
把
持
さ
れ
た
感
覚
︵
ド
︶
は
︑
さ
ら
に
把

持
の
把
持
の
位
相
へ
移
行
し
︑
対
応
す
る
変
様
を
受
け
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
把
持
の

重
層
化
に
よ
っ
て
順
序
系
列
の
な
か
に
置
か
れ
る
︒
か
く
し
て
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
可

能
に
な
る
︒︵
そ
う
で
な
い
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
音
は
瞬
間
的
に
忘
却
さ
れ
る
か
︑
あ
る
い

は
一
気
に
和
音
と
し
て
聞
か
れ
る
だ
ろ
う
︶
︒
こ
う
し
た
仕
組
み
が
生
き
生
き
し
た
現

在
を
可
能
に
し
て
い
る
︒︵
補
足
し
て
お
け
ば
︑
こ
の
よ
う
な
も
ろ
も
ろ
の
感
覚
が
︑

対
象
の
諸
現
出
と
し
て
生
化
さ
れ
︑
こ
れ
ら
が
順
番
に
綜
合
さ
れ
て
︱
︱
移
行
綜
合
と
も

呼
ば
れ
る
︱
︱
ノ
エ
マ
が
成
立
し
︑
そ
の
ノ
エ
マ
を
媒
介
・
突
破
し
て
︑
あ
る
い
は
そ
れ

を
超
越
し
て
︑
対
象
が
構
成
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
超
越
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
は
す

べ
て
︑
内
在
的
で
あ
り
︑
し
か
し
ま
た
︱
︱
超
越
を
可
能
に
す
る
条
件
と
い
う
意
味
で

︱
︱
超
越
論
的
で
も
あ
る
︒︶

生
き
生
き
し
た
現
在
は
こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
幅
を
も
つ
が
︑
し
か
し
︑
そ
の
幅

を
抜
け
出
た
感
覚
は
ど
う
な
る
か
︒
そ
れ
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
表
現
で
は
︑
も
は

や
生
き
生
き
し
て
は
い
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
た
だ
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
︑﹁
貯

蔵
庫
﹂
に
入
る
︒
そ
れ
を
﹁
再
生
産
﹂︵
再
生
︶
す
る
作
用
が
﹁
再
想
起
﹂
で
あ

る
︒
こ
れ
が
﹁
過
去
﹂
の
構
成
を
可
能
に
す
る
︒
過
去
が
す
で
に
存
在
す
る
の
で

は
な
く
︑
過
去
と
い
う
時
間
地
平
・
時
間
野
が
は
じ
め
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ

る
︒未

来
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
ま
で
同
様
で
あ
る
︒
生
き
生
き
し
た
現
在
を
支
え

る
予
持
を
出
発
点
と
し
つ
つ
も
︑
そ
れ
の
射
程
を
越
え
る
未
来
は
﹁
予
期
﹂
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
︒
こ
の
場
合
も
︑
未
来
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
の
で
は
な

く
︑
未
来
と
い
う
時
間
地
平
・
時
間
野
が
は
じ
め
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

対
象
は
︑
こ
の
よ
う
な
時
間
︵
こ
れ
は
ま
ず
も
っ
て
体
験
の
流
れ
と
し
て
の
内
在
的

時
間
で
あ
る
︶
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
そ
れ
か
ら
媒
介
・
突
破
に
よ
っ
て
︑

客
観
的
・
超
越
的
に
存
在
す
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
構
成
さ
れ
る
︒
内
在
的
時
間

そ
れ
自
体
も
︑
同
様
に
︑
客
観
的
・
超
越
的
に
存
在
す
る
時
間
︵
世
界
時
間
︶
と

し
て
構
成
さ
れ
る
︒︵
こ
の
構
成
は
︑
基
本
的
に
忘
却
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
対
象
も
時

間
も
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
と
信
憑
さ
れ
て
い
る
が
︑
還
元
が
そ
れ
を
い
わ
ば
︱
︱
通
常

の
想
起
と
は
別
の
意
味
で
︱
︱
回
想
さ
せ
る
︑
と
も
言
え
る
︒︶

し
か
し
︑
時
間
が
こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
の
は
︑
時
間
を
構
成
す
る
作
用

︱
︱
と
い
っ
て
も
︑
時
間
を
構
成
す
る
た
め
の
専
用
の
作
用
が
あ
る
の
で
は
な

く
︑︿
見
る
﹀
や
︿
聞
く
﹀
な
ど
の
作
用
が
そ
れ
自
体
︑
時
間
を
構
成
す
る
作
用

で
あ
る
︱
︱
に
よ
る
︒
で
は
︑
こ
の
作
用
そ
れ
自
体
は
︑
時
間
の
外
部
に
位
置
す

る
の
だ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
そ
れ
は
︵
時
間
内
で
︶
意
識
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う

か
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
︑
時
間
を
構
成
す
る
作
用
そ
れ
自
体
が
︑
そ
れ
が
構

成
し
た
内
在
的
時
間
の
な
か
に
現
出
す
る
の
で
あ
る
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
は
﹁
流
れ
の

自
己
現
出
︵
Selbsterscheinung
︶(

)﹂
と
言
う
︒
作
用
は
自
己
自
身
を
構
成
す
る
︑

51

そ
れ
ゆ
え
自
己
自
身
を
か
た
ち
-つ
く
る
︑
と
言
い
か
え
て
も
よ
か
ろ
う
︒
と
は

い
え
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
こ
の
自
己
現
出
が
︑
作
用
の
い
わ
ば
あ
ま
す
と
こ
ろ
な

き
自
己
現
出
だ
と
は
見
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
こ
に
︑
現
出
し
な
い
い
わ
ば
︿
隠
れ

る
も
の
﹀
も
示
し
て
い
た
︑
す
な
わ
ち
︑
ま
さ
に
暗
示
し
て
い
た(

)
︒
こ
れ
は
き
わ

52
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め
て
面
白
い
事
象
分
析
︵
暗
示
的
明
示
で
も
あ
る
︶
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

さ
て
し
か
し
︑
現
出
の
面
に
お
い
て
は
︑
そ
う
し
た
現
出
は
︑
ノ
エ
マ
と
似
た

仕
方
で
︑
原
印
象
的
位
相
︑
把
持
的
位
相
︑
そ
し
て
予
持
的
位
相
に
お
い
て
も
︑

移
行
し
つ
つ
︵
す
な
わ
ち
﹁
流
れ
つ
つ
﹂︶
順
序
系
列
を
形
成
す
る
︒
そ
れ
が
綜
合

さ
れ
る
こ
と
で
︑
内
在
的
時
間
が
構
成
さ
れ
る
︒
こ
の
時
間
は
作
用
そ
れ
自
身
の

流
れ
の
︵
そ
れ
な
り
に
か
た
ち
-つ
く
ら
れ
た
︶
う﹅

つ﹅

し﹅

だ
と
も
言
え
よ
う
︒
い
や
︑

た
っ
た
い
ま
︑
ノ
エ
マ
と
似
た
仕
方
で
︑
と
言
っ
た
が
︑
む
し
ろ
逆
で
あ
る
︒
先

述
の
ノ
エ
マ
の
超
越
論
的
な
構
成
は
作
用
︵
ノ
エ
シ
ス
︶
の
な
か
で
行
わ
れ
る
わ

け
だ
が
︑
そ
の
作
用
そ
れ
自
体
が
内
在
的
時
間
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
ノ

エ
マ
は
時
間
性
格
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る(

)
︒
53

し
か
も
︑
右
の
自
己
現
出
は
作
用
そ
れ
自
体
の
﹁
自
己
﹂︵﹁
私
﹂︶
の
構
成
に

つ
な
が
る
︒
す
な
わ
ち
自
己
現
出
は
︑
そ
れ
自
体
が
把
持
な
ど
の
諸
位
相
に
﹁
流

れ
つ
つ
︵
ström
end
︶
﹂
移
行
す
る
が
︑
作
用
は
そ
の
つ
ど
ご
と
の
構
成
の
原
点

と
し
て
﹁
立
ち
と
ど
ま
り
︵
stehend
︶
﹂
な
が
ら
︑
自
己
自
身
を
綜
合
す
る
こ
と

で
﹁
自
己
﹂︵﹁
私
﹂︶
が
成
立
す
る
︒
か
く
し
て
﹁
流
れ
つ
つ
立
ち
と
ど
ま
る
自

我
現
在
﹂
が
成
立
す
る(

)
︒
こ
の
﹁
私
﹂
の
︵
受
動
的
な
︶
成
立
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は

54

﹁
自
己
共
同
化
︵
Selbstgem
einschftung
︶
﹂
と
か
﹁
共
同
︵
G
em
einschaft︶
﹂
な

ど
と
も
表
現
す
る
︒
そ
れ
は
ノ
エ
マ
的
な
も
の
の
綜
合
︵
Synthese︶
と
重
な
る

と
と
も
に
︑
い
さ
さ
か
異
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ノ
エ
マ
的
な
も
の
が
﹁
対
象
﹂
へ

と
﹁
超
越
的
﹂
に
︵
本
来
的
意
味
で
︶
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
て
︑﹁
私
﹂
は
︑
諸

作
用
︵
ノ
エ
シ
ス
︶
の
共
同
化
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
個
々
の

作
用
を
﹁
越
え
て
﹂︑
あ
る
い
は
個
々
の
生
き
生
き
し
た
現
在
を
﹁
越
え
て
﹂
広

が
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
そ
れ
が
内
在
的

時
間
全
体
を
構
成
し
て
い
る
か
ぎ
り
そ
の
射
程
に
お
い
て
時
間
全
体
と
重
な
っ
て

し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
﹁
内
在
﹂
に
属
し
た
ま
ま
だ
と
い
う
意
味
で

は
︵
本
来
的
意
味
で
は
︶
構
成
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
そ
れ
は
﹁
一
つ
の

特﹅

種﹅

な﹅

︱
︱
或
る
意
味
で
は
︑
構
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
︱
︱
超
越
物
︑
つ
ま
り

内﹅

在﹅

的﹅

場﹅

面﹅

の﹅

中﹅

に﹅

潜﹅

む﹅

一﹅

つ﹅

の﹅

超﹅

越﹅

物﹅

﹂(

)
だ
と
も
言
わ
れ
る
︒

55

し
か
し
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
自
我
を
究
極
的
な
も
の
と
み
な
さ
な
か
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
よ
り
受
動
的
︑
よ
り
根
源
的
︑
よ
り
超
越
論
的
な
も
の
に
還
帰
し
た
︑

と
言
っ
て
も
よ
い
︒﹁
内
的
時
間
意
識
に
つ
い
て
の
私
の
古
い
学
説
で
は
︑
私
は
︑

こ
こ
で
証
示
さ
れ
た
志
向
性
︹
＝
﹃
目
標
﹄
を
め
ざ
す
衝
動
志
向
性
︺
を
︑
ま
さ

に
志
向
性
と
し
て
扱
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
予
持
と
し
て
予
描
さ
れ
︑
把
持
と
し
て

変
様
さ
れ
る
が
︑
し
か
し
統
一
を
保
っ
て
い
る
よ
う
な
志
向
性
と
し
て
︑
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
私
は
自
我
に
つ
い
て
は
語
ら
な
か
っ
た
し
︑
そ
の
志
向
性
を
︑
自

我
的
な
志
向
性
︵
最
広
義
で
の
意
志
志
向
性
︶
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
し
な

か
っ
た
︒
後
に
な
っ
て
︑
私
は
︑
こ
の
自
我
的
な
志
向
性
を
導
入
し
た
が
︑
そ
れ

は
︑
没
自
我
的
な
志
向
性
︵﹃
受
動
性
﹄︶
の
う
ち
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
志
向
性

と
し
て
で
あ
っ
た
︒﹂︵
H
ua
X
V
S.594f.︶
つ
ま
り
﹁
没
自
我
的
な
志
向
性
﹂
︱
︱

先
自
我
的
と
呼
ん
で
も
よ
い
︱
︱
が
︑
よ
り
根
源
的
な
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
も

の
に
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
問
い
は
遡
る
︒
な
ぜ
そ
れ
に
遡
る
の
か
︒
そ
れ
は
︑

現
象
学
の
志
向
性
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
自
我
﹂
が
そ
う
し
た
も
の
を
﹁
遡

り
示
す
︵
zurückw
eisen
︶
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
よ
り
深
い
還
元
が
そ
の
導
き
に
し
た

が
っ
て
遂
行
さ
れ
る(

)
︒
56

現
象
学
の
分
析
は
︑
そ
れ
が
現
象
学
的
方
法
に
お
い
て
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で

あ
る
か
ぎ
り
︑﹁
自
我
﹂
が
遡
り
示
し
て
い
る
︵
zurückw
eisen
︶
も
の
に
し
た

が
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
を
﹁
先
自
我
的
な
も
の
﹂
へ
導
く
︒
そ
し
て
︑
こ
の
先
自
我

的
な
も
の
は
︑︵
い
ま
や
還
元
が
深
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
︶
お
そ
ら
く
先
述
の
意

識
作
用
そ
れ
自
体
の
︿
隠
れ
た
も
の
﹀
と
重
な
る
︒
そ
う
し
た
も
の
は
︑
フ
ッ

サ
ー
ル
が
作
用
の
﹁
自
然
の
基
盤
︵
N
aturuntergrund
︶(

)﹂
と
い
う
語
で
示
唆
し

57

て
い
た
も
の
と
も
重
な
り
そ
う
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
根
源
と

し
て
の
意
識
作
用
を
自
己
閉
鎖
的
に
捉
え
ず
︑
む
し
ろ
そ
の
よ
り
根
源
的
な
根
源

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学
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と
し
て
の
﹁
自
然
﹂
に
開
き
︑
そ
れ
に
で
あ
っ
て
い
た
︑
と
も
解
釈
で
き
る
︒

た
だ
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
我
の
構
成
を
こ
う
し
た
︵
自
然
と
の
関
係
の
な
か
で

の
︶
自
己
構
成
だ
け
で
捉
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
他
者
と
の
関
係
の

な
か
で
こ
そ
本
来
的
に
可
能
と
な
る
︵
自
我
は
他
者
を
介
し
て
こ
そ
本
来
的
な
自
我

に
な
る
と
も
言
え
る
︶
と
見
て
い
た
︒
し
か
も
︑
他
者
に
は
や
は
り
︑
と
言
う
よ

り
︑
よ
り
い
っ
そ
う
︿
隠
れ
る
も
の
﹀
が
伴
う
︒
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
︑
他
者
で

あ
ろ
う
︒
自
我
は
︑
自
我
で
あ
る
か
ぎ
り
︑
す
で
に
︿
以
前
﹀
に
︑
そ
の
︿
隠
れ

る
も
の
／
自
己
を
隠
す
も
の
﹀
と
し
て
の
他
者
に
で
あ
っ
て
い
る
︱
︱
筆
者
と
し

て
は
︑﹁
あ
う
﹂
と
い
う
概
念
で
こ
れ
ら
の
事
態
を
捉
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒

こ
の
概
念
が
示
す
の
は
︑
す
で
に
な
ん
ら
か
の
経
験
︵
超
越
論
的
な
経
験
あ
る
い
は

よ
り
超
越
論
的
な
経
験
︶
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の

経
験
の
な
か
で
︑
自
我
は
︑
純
粋
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑

︵
連
合
に
も
と
づ
く
︶
習
慣
性
の
よ
う
な
︑
一
種
の
内
容
的
な
も
の
を
成
立
さ
せ
る

だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
た
だ
書
き
流
し
て
︵
聞
き
流
し
て
︶
よ
い
問
題
で
は
な
い
が
︑

本
稿
で
は
扱
え
な
い
の
で
︑
暗
示
と
し
て
書
き
と
ど
め
て
お
き
た
い
︱
︱
本
稿
の

末
尾
で
も
わ
ず
か
に
反
復
的
に
暗
示
す
る
が
︒

五
︑
カ
ン
ト
の
構
想
力
の
現
象
学
的
解
釈

フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
︑
カ
ン
ト
が
感
性
と
悟
性
を
あ
ま
り
に
険
し
く
切

り
分
け
た
の
で
あ
れ
ば
︑
カ
ン
ト
で
は
︑
感
性
︵
直
観
︶
そ
れ
自
体
に
自
発
的
な

綜
合
機
能
は
ま
っ
た
く
備
わ
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
も
し
︑
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
言
う
よ
う
に
︑
感
性
と
悟
性
の
共
通
の
︵
根
源
的
な
︶
根
が
構
想
力
で

あ
る
な
ら
ば
︑
ど
う
だ
ろ
う
︒︵
根
源
的
な
︶
構
想
力
が
綜
合
機
能
を
も
つ
な
ら

ば
︑︵
派
生
的
な
︶
感
性
に
も
そ
の
機
能
が
働
い
て
も
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
︒
こ

う
し
た
可
能
性
を
よ
り
明
示
的
に
見
る
た
め
に
は
︑
感
性
と
悟
性
と
の
﹁
あ
い

だ
﹂
で
働
く
構
想
力
と
︑
よ
り
根
源
的
な
構
想
力
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
︒
し
か
も
︑
そ
れ
は
︑
カ
ン
ト
が
主
題
化
す
る
三
つ
の
側
面
︱
︱
﹁
把
捉
の
綜

合
﹂︑﹁
再
生
産
の
綜
合
﹂︑﹁
再
確
認
に
お
け
る
綜
合
﹂
︱
︱
の
な
か
で
と
く
に

﹁
再
生
産
の
綜
合
﹂
に
お
い
て
働
く
︵
派
生
的
な
︶
構
想
力
と
も
区
別
さ
れ
る
も
の

で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

さ
て
︑
演
繹
に
戻
る
が
︑
カ
ン
ト
は
︑﹁
三
つ
の
主
観
的
認
識
源
泉
﹂
と
し
て

﹁
感
官
﹂︑﹁
構
想
力
﹂︑﹁
統
覚
﹂
を
認
め
る
︒
他
方
︑﹁
私
た
ち
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

介
し
て
の
み
対
象
は
思
考
さ
れ
う
る
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
︑﹁
思
考
す
る
唯
一
の

能
力
︑
す
な
わ
ち
悟
性
以
上
の
も
の
が
か
か
わ
り
あ
っ
て
お
り
︑
し
か
も
悟
性
自

身
も
︑
対
象
と
連
関
す
べ
き
一
つ
の
認
識
能
力
と
し
て
︑
こ
の
連
関
の
可
能
性
に

関
す
る
解
明
を
同
様
に
必
要
と
す
る
ゆ
え
︑
私
た
ち
は
︑
経
験
の
可
能
性
の
た
め

の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
基
礎
を
な
す
主
観
的
な
諸
源
泉
を
︑
そ
れ
ら
の
経
験
的
な
性

質
に
し
た
が
っ
て
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
の
超
越
論
的
な
性
質
に
し
た
が
っ
て
︑
ま

ず
考
究
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)
﹂
と
言
う
︒
要
す
る
に
︑︵
言
語
的
な
︶
悟
性

58

が
︵
直
観
的
・
感
性
的
な
︶
対
象
に
う
ま
く
適
合
す
る
た
め
の
条
件
が
問
わ
れ
る
︒

感
官
は
対
象
の
成
立
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
が
︑
感
官
に
は
多
様
性
が
含
ま
れ

る
︒
ば
ら
ば
ら
な
多
様
性
が
︵
ま
と
ま
っ
て
︶﹁
通
覧
﹂
さ
れ
る
た
め
に
は
︑
多
様

性
の
﹁
綜
合
﹂
が
必
要
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
単
な
る
﹁
受
容
性
﹂
だ
け
で
な
く
︑

﹁
自
発
性
﹂
に
よ
る
綜
合
が
必
要
で
あ
る
︱
︱
そ
う
す
る
と
︑
悟
性
が
自
発
的
で

あ
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
︑
感
官
・
感
性
に
お
い
て
も
す
で
に
自
発
性
が
働
い
て

い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
発
し
て
︑
す
べ
て
の
認
識
に
は
︑︵
直
観
に

お
け
る
心
の
変
様
と
し
て
の
︶﹁
諸
表
象
の
把﹅

捉﹅

﹂︑﹁
構
想
に
お
け
る
諸
表
象
の
再﹅

生﹅

産﹅

﹂︑﹁
概
念
に
お
け
る
諸
表
象
の
再﹅

確﹅

認﹅

﹂
と
い
う
﹁
三
重
の
綜
合
﹂
が
必
要

だ
が
︑
そ
の
﹁
根
拠
﹂
と
な
る
も
の
が
こ
の
自
発
性
で
あ
る(

)
︒
そ
し
て
︑﹁
こ
れ

59

ら
三
者
︹
＝
把
捉
の
綜
合
︑
再
生
産
の
綜
合
︑
再
確
認
の
綜
合
︺
は
三
つ
の
主
観

的
認
識
源
泉
︹
感
官
︑
構
想
力
︑
統
覚
︺
へ
と
導
い
て
い
く
﹇
⁝
⁝
﹈(

)﹂︒
60

二
〇
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カ
ン
ト
は
︑
感
官
︑
構
想
力
︑
統
覚
に
つ
い
て
﹁
そ
れ
自
身
は
心
の
い
か
な
る

他
の
能
力
か
ら
も
導
出
さ
れ
え
な
い
三
つ
の
根
源
的
源
泉
︵
魂
の
性
能
な
い
し
は

能
力
︶(

)﹂
だ
と
も
言
っ
て
い
る
︒
構
想
力
は
第
二
の
綜
合
に
お
い
て
働
く
が
︑
こ

61

の
引
用
の
言
い
方
で
は
︑
そ
れ
は
︑
感
官
︑
統
覚
と
と
も
に
︑
他
の
能
力
か
ら
導

出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
構

想
力
を
感
性
と
悟
性
の
共
通
の
根
だ
と
み
な
す
な
ら
ば
︑
感
性
と
悟
性
は
構
想
力

か
ら
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
場
合
︑
こ
の
構
想
力
は
第
二
の
綜
合
に
お

け
る
構
想
力
よ
り
も
根
源
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
︑
二
つ
の
構
想
力
が
区

別
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
の
特
徴
が
あ
る
︒

こ
こ
で
や
や
先
走
っ
て
記
す
と
︑
右
の
引
用
箇
所
で
︑
三
つ
の
綜
合
︵
お
よ
び

三
つ
の
主
観
的
認
識
源
泉
︶
は
そ
の
能
力
︵
な
い
し
機
能
︶
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て

い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
後
述
の
よ
う
に
三
つ
の
綜
合
を
時
間
の
三
つ

の
位
相
の
区
分
︵
す
な
わ
ち
現
在
︑
過
去
︑
未
来
︶
に
対
応
さ
せ
る
︒
こ
の
と
き
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
︑
三
つ
の
綜
合
に
つ
い
て
︑﹁
純
粋
覚
知
︹
＝
純
粋
把
捉
︺
と
し
て

の
純
粋
綜
合
﹂︑﹁
純
粋
再
生
︹
＝
純
粋
再
生
産
︺
と
し
て
の
純
粋
綜
合
﹂︑﹁
純
粋

再
認
︹
＝
純
粋
再
確
認
︺
と
し
て
の
純
粋
綜
合
﹂
の
よ
う
に
︑
い
ず
れ
に
お
い
て

も
﹁
純
粋
﹂
を
強
調
し
て
解
釈
す
る(

)
︒
こ
れ
は
純
粋
時
間
の
捉
え
方
と
深
く
関
連

62

し
て
い
る
︒
こ
れ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
の
特
徴
で
あ
る
︒
た
だ
し
か
し
︑
ハ
イ

デ
ガ
ー
的
な
解
釈
を
持
ち
込
ま
な
く
て
も
︑
さ
し
あ
た
り
︑
第
一
と
第
二
の
綜
合

に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
現
在
と
過
去
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
そ
う
で
あ

る
︒
し
か
る
に
︑
第
三
の
綜
合
︱
︱
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
正
当
性
を
示

す
解
釈
・
説
明
を
与
え
て
は
い
る
が
︱
︱
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
︵
た
し
か

に
時
間
に
も
関
わ
る
が
第
一
義
的
に
は
や
は
り
︶
機
能
な
い
し
能
力
の
区
分
に
対
応

す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
を
む
し
ろ
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
解
釈
す
る
と
︑

こ
の
問
題
自
体
が
よ
り
よ
く
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
︱
︱
本
稿
で
は
こ
れ
が

よ
り
重
要
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
右
の
解
釈
の
正

当
性
や
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
そ
の
根
拠
も
︑
新
た
な
光

の
も
と
で
よ
り
よ
く
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
︒

把
捉
の
綜
合

上

述

の

こ

と

を

念

頭

に

置

き

つ

つ
︑
ま

ず
︑
カ

ン

ト

が
﹁
把

捉

︵
A
pprehension
︶
の
綜
合
﹂
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
こ
れ
は
︑

感
官
︑
直
観
に
関
わ
る
︒﹁
あ
ら
ゆ
る
直
観
は
或
る
多
様
な
も
の
を
そ
れ
自
身
の

う
ち
に
含
ん
で
い
る
が
︑
し
か
し
こ
の
多
様
な
も
の
は
︑
心
が
次
々
に
お
こ
る
諸

印
象
の
継
続
に
お
い
て
時
間
を
た
が
い
に
区
別
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
︑
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
に
は
い
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
一﹅

瞬﹅

間﹅

の﹅

う﹅

ち﹅

に﹅

含﹅

ま﹅

れ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

も﹅

の﹅

と﹅

し﹅

て﹅

は
︑
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
︑
絶
対
的
統
一

︹
＝
他
の
も
の
と
相
対
化
さ
れ
る
︑
そ
れ
ゆ
え
他
の
も
の
と
関
係
し
う
る
﹁
一
﹂

で
は
な
く
︑
一
瞬
間
ご
と
の
絶
対
的
な
︑
他
の
も
の
と
無
関
係
な
﹁
一
﹂︺
以
外

の
何
も
の
で
も
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
多
様
な

も
の
か
ら
直
観
の
統
一
が
生
ず
る
︵
た
と
え
ば
空
間
の
表
象
に
お
け
る
よ
う
に
︶
た

め
に
は
︑
ま
ず
第
一
に
こ
の
多
様
性
が
通
過
さ
れ
︑
つ
い
で
こ
の
通
過

︹
D
urchlaufen

(

)
︺
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
︑
私
は
こ
の
働

63

き
を
把﹅

捉﹅

の﹅

綜﹅

合﹅

と
名
づ
け
る
︒(

)﹂
64

こ
れ
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
読
ん
で
み
よ
う
︒
現
在

︵
生
き
生
き
し
た
現
在
︶
に
お
い
て
︑
次
々
と
原
印
象
的
な
感
覚
与
件
が
現
れ
る
︒

そ
れ
ら
は
瞬
間
に
現
出
し
︑
瞬
間
に
消
滅
す
る
︑
ば
ら
ば
ら
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒

し
か
し
︑
そ
れ
ら
は
た
え
ず
原
印
象
的
位
相
か
ら
抜
け
出
し
な
が
ら
︑
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
把
持
さ
れ
つ
づ
け
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
把
持
的
な
時
間
様
相
と

い
う
点
で
︵
す
な
わ
ち
一
方
で
原
印
象
的
な
位
相
か
ら
も
︑
他
方
で
把
持
の
把
持
の
よ

う
な
よ
り
先
行
的
な
諸
位
相
か
ら
も
︶
区
別
さ
れ
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
︵
諸
位
相
の
諸

与
件
か
ら
綜
合
さ
れ
た
︶
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
か
た
ち
-つ
く
ら
れ
て
い

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

二
一
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る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
︒
既
述
の
よ
う
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
の

構
成
が
わ
か
り
や
す
い
具
体
化
で
あ
ろ
う
︒
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
音
が
︑
そ
れ
ぞ
れ

と
し
て
は
一
瞬
間
し
か
与
え
ら
れ
な
い
ば
ら
ば
ら
な
﹁
一
﹂
だ
と
し
て
も
︑
そ
れ

ぞ
れ
が
失
わ
れ
ず
に
把
持
さ
れ
つ
づ
け
て
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
諸
位
相
の
順
序
系
列

︵
時
間
様
相
︶
に
お
い
て
は
区
別
さ
れ
な
が
ら
ば
ら
ば
ら
に
は
な
ら
ず
︑
む
し
ろ
︑

移
行
綜
合
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
と
り
ま
と
め
ら
れ
る
︒
そ
う

だ
と
す
れ
ば
︑﹁
把
持
︵
R
eteniton
︶
﹂
が
生
じ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
︑
さ
ら
に
把
持
の
把
持
が
生
じ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
⁝
⁝
︑
し

か
も
︑
そ
れ
ら
は
た
え
ず
新
た
に
登
場
し
て
く
る
現
印
象
的
与
件
と
ひ
と
ま
と
ま

り
に
綜
合
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
の
把
捉
の
綜
合

は
︑
感
覚
与
件
の
単
な
る
﹁
受
容
﹂
だ
け
で
は
成
り
立
た
ず
︑
一
定
の
﹁
自
発

性
﹂
が
働
い
て
︑
ま
さ
に
綜
合
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
だ

ろ
う
︒︵
ち
な
み
に
︑
こ
こ
で
の
綜
合
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
見
れ
ば
︑
通
常
の
意
味
で

の
過
去
の
﹁
連
合
・
連
想
﹂
︱
︱
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
か
ら
の
借
用
だ
ろ
う
が
︱
︱

で
は
な
く
︑﹁
原
連
合
﹂
に
対
応
し
そ
う
で
あ
る
︒︶

上
記
の
こ
と
は
も
う
少
し
後
の
い
わ
ば
本
格
的
な
論
述
に
も
対
応
す
る
︒﹁
私

た
ち
に
与
え
ら
れ
る
最
初
の
も
の
は
現
象
で
あ
り
︑
こ
の
現
象
は
︑
そ
れ
が
意
識

と
結
び
つ
い
て
い
る
と
き
は
︑
知
覚
︹
W
ahrnehm
ung
︺
と
呼
ば
れ
る
︒

﹇
⁝
⁝
﹈
し
か
し
︑
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
多
様
な
も
の
を
含
ん
で
お
り
︑
し
た
が
っ

て
さ
ま
ざ
ま
の
知
覚
は
心
の
う
ち
で
そ
れ
自
体
で
は
個
々
ば
ら
ば
ら
に
見
い
だ
さ

れ
る
ゆ
え
︑
そ
れ
ら
の
諸
知
覚
の
結
合
が
必
要
で
あ
る
が
︑
こ
の
結
合
を
諸
知
覚

は
感
官
自
身
に
お
い
て
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
私
た
ち
の
う
ち
に

は
こ
の
多
様
な
も
の
を
綜
合
す
る
或
る
活
動
的
な
能
力
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
私

た
ち
は
こ
の
能
力
を
構
想
力
と
名
づ
け
︑
ま
た
直
接
的
に
諸
知
覚
で
行
使
さ
れ
た

こ
の
構
想
力
の
働
き
を
私
は
把
捉
︹
A
pprehension
︺
と
名
づ
け
る
＊
︒
す
な

わ
ち
︑
構
想
力
は
直
観
の
多
様
な
も
の
を
一
つ
の
形﹅

象﹅

︹
ein
B
ild
︺
た
ら
し
め

る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
あ
ら
か
じ
め
構
想
力
は
印
象
を
お
の
れ
の
活
動
の

う
ち
へ
と
取
り
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
言
い
か
え
れ
ば
︑
把
捉
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒(

)﹂
65

こ
こ
で
は
﹁
知
覚
︵
W
ahrnehm
ung
︶
﹂
が
語
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
﹁
知
覚
﹂

の
語
法
も
﹁
真
に
受
け
取
る
﹂
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︵
こ
れ
は
さ
ら
に
﹁
意

識
﹂
と
関
わ
る
が
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
︶
︒﹁
知
覚
﹂
は
︑
フ
ッ
サ
ー

ル
的
に
は
︑
生
き
生
き
し
た
現
在
に
お
い
て
成
立
す
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
は
︑
カ

ン
ト
で
は
経
験
︿
以
前
﹀
の
も
の
だ
か
ら
︑
対
象
は
構
成
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
し

か
し
︑
対
象
の
可
能
性
の
条
件
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
経
験
︿
以
前
﹀
に
お
い
て

︵
あ
る
意
味
で
主
観
内
部
の
受
け
取
り
と
し
て
の
︶﹁
知
覚
︵
W
ahrnehm
ung
︶
﹂
が
成

立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
こ
れ
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
な
ら
ば
︑︵
直
観
さ
れ
る
︶

内
部
知
覚
と
し
て
の
﹁
体
験
︵
E
rlebnis︶
﹂
に
対
応
し
そ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
に
お

い
て
構
想
力
︵
E
inbildungskraft︶
が
﹁
多
様
な
も
の
﹂
を
﹁
一
つ
の
形
象
︵
ein

B
ild
︶
﹂
に
綜
合
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば(

)
︑
こ
の
﹁
一
つ
の
形
象
﹂
は
︑
ゲ
シ
ュ
タ

66

ル
ト
で
も
あ
り
う
る
し
︑
ま
た
諸
現
出
の
綜
合
体
・
統
一
体
と
し
て
の
ノ
エ
マ
に

対
応
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
ど
ち
ら
に
し
て
も
︑
対
象
の
構
成
の
い
わ
ば
準
備
が

経
験
︿
以
前
﹀
に
成
り
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
よ
う
に
読
め

る(

)
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
︑
経
験
の
対
象
は
﹁
超
越
的
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
を
可

67能
に
す
る
も
の
は
﹁
超
越
論
的
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
は
対
象
の
超
越
論
的
な
可

能
性
の
条
件
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
引
用
箇
所
で
は
﹁
諸
知
覚
の
結
合
﹂
と
も
言
わ
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑
こ
の
引
用
箇
所
の
す
ぐ
後
に
は
﹁
心
が
或
る
知
覚
か
ら
他
の
知
覚
へ
と
移

行(

)
﹂
す
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
は
﹁
移
行
綜

68合
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
対
応
し
そ
う
で
あ
る(

)
︒
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
︑
生
き
生

69

き
し
た
現
在
の
内
部
の
原
印
象
と
把
持
︑
把
持
の
把
持
⁝
⁝
と
い
っ
た
順
序
系
列

を
カ
ン
ト
も
捉
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
ま
た
カ
ン
ト
は
︑﹁
あ
ら
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か
じ
め
構
想
力
は
印
象
を
お
の
れ
の
活
動
の
う
ち
へ
と
取
り
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︑
言
い
か
え
れ
ば
︑
把
捉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑

こ
の
生
き
生
き
し
た
現
在
の
﹁
構
想
力
﹂
は
︱
︱
後
述
の
再
生
産
の
綜
合
に
お
け

る
構
想
力
で
は
な
く
︑
把
捉
の
綜
合
に
お
け
る
構
想
力
だ
か
ら
︱
︱
︵
よ
り
根
源

的
な
︶
構
想
力
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る(

)
︒
70

こ
の
箇
所
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
補
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
上
記
の
議
論
の
よ

り
詳
細
な
説
明
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑
念
の
た
め
︑
確
認
し
て
お
こ
う
︒﹁
＊
構
想

力
が
知
覚
自
身
の
一
つ
の
必
然
的
成
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑
こ
の
こ
と
に
考
え

お
よ
ん
だ
心
理
学
者
は
お
そ
ら
く
い
ま
だ
か
つ
て
な
か
っ
た
︒
こ
う
な
っ
た
の

は
︑
一
つ
に
は
︑
構
想
力
と
い
う
こ
の
能
力
が
再
生
産
作
用
に
だ
け
制
限
さ
れ
た

か
ら
で
あ
り
︑
一
つ
に
は
︑
感
官
が
私
た
ち
に
諸
印
象
を
提
供
す
る
の
み
な
ら

ず
︑
そ
れ
ら
の
諸
印
象
を
そ
の
う
え
合
成
し
さ
え
し
︑
だ
か
ら
諸
対
象
の
︹
諸
︺

形
象
︹
B
ilder︺
を
も
た
ら
す
と
信
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
︑
そ
の
た
め
に

は
︑
疑
い
も
な
く
諸
印
象
の
受
容
力
の
ほ
か
︑
さ
ら
に
何
か
そ
れ
以
上
の
も
の

が
︑
す
な
わ
ち
︑
そ
れ
ら
の
諸
印
象
を
綜
合
す
る
或
る
機
能
が
必
要
で
あ
る
︒(

)﹂
71

こ
こ
で
は
︑﹁
諸
印
象
の
合
成
﹂
あ
る
い
は
﹁
諸
印
象
を
綜
合
す
る
或
る
機
能
﹂

と
し
て
︵
よ
り
根
源
的
な
︶
構
想
力
が
︑
一
方
で
︵
時
間
的
な
︶
再
生
産
と
は
区
別

さ
れ
て
︑
他
方
で
受
容
力
と
は
区
別
さ
れ
て
︑
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
と
す
れ
ば
︑

生
き
生
き
し
た
現
在
に
お
け
る
﹁
原
連
合
﹂
に
近
い
も
の
と
し
て
︵
よ
り
根
源
的

な
︶
構
想
力
が
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
︵
よ
り
根
源
的
な
︶
構

想
力
の
働
き
を
︑
カ
ン
ト
自
身
︑
み
ず
か
ら
の
新
た
な
発
見
だ
と
し
て
誇
っ
て
い

る
︵
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
こ
か
ら
カ
ン
ト
は
﹁
退
避
﹂
し
た
︶
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
カ
ン
ト
が
﹁
把
捉
︵
A
pprehension
︶
﹂
と
呼
ん

だ
も
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
﹁
統
握
︵
A
uffassung
︶
﹂
に
対
応
す
る
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
︒
加
え
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
生
的
現
象
学
の
発
想
を
持
ち
込
め
ば
︑
原

連
合
あ
る
い
は
受
動
的
綜
合
に
対
応
す
る
働
き
が
︵
よ
り
根
源
的
な
︶
構
想
力
の

働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︑
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒
カ
ン
ト
の
演
繹
を

フ
ッ
サ
ー
ル
の
還
元
に
近
づ
け
る
こ
と
は
︑
そ
れ
ほ
ど
奇
妙
で
も
な
さ
そ
う
で
あ

る
︒
と
す
れ
ば
ま
た
︑
カ
ン
ト
は
こ
の
演
繹
を
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
直
観
的
も
捉
え

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︑
と
い
う
推
察
も
生
じ
る
︒

も
う
ひ
と
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
純
粋
﹂
と
い
う
こ
と
と
も

結
び
つ
い
て
︑
カ
ン
ト
が
﹁
把
捉
の
こ
の
綜
合
は
ま
た
︑
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
も
︑

言
い
か
え
れ
ば
︑
経
験
的
で
は
な
い
諸
表
象
に
関
し
て
も
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い(

)
﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
関
わ
る
︒
把
捉
の
綜
合
あ
る
い
は
︵
よ
り
根
源

72

的
な
︶
構
想
力
は
一
種
の
動
詞
的
な
作
用
︵
ノ
エ
シ
ス
︶
で
あ
る
が
︑
こ
の
作
用

的
な
側
面
に
お
い
て
そ
れ
が
︵
経
験
︿
以
前
﹀
の
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
経
験
的
で
な
い
諸
表

象
﹂
と
し
て
︶
自
己
自
身
に
関
係
も
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
作

用
の
自
己
関
係
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
﹁
自
己
現
出
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
該
当

す
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
時
間
構
成
的
な
作
用
︱
︱
と
言
っ
て
も
先
述
の
よ
う
に
︑

﹁
見
る
﹂
と
か
﹁
聞
く
﹂
と
い
っ
た
作
用
が
す
で
に
そ
れ
自
体
と
し
て
時
間
構
成

的
な
作
用
で
も
あ
る(

)

︱
︱
の
︵
生
き
生
き
し
た
現
在
に
お
け
る
︶
自
己
現
出
で
あ

73

る
︒
よ
り
詳
細
に
言
え
ば
︑
作
用
︵
ノ
エ
シ
ス
︶
は
基
本
的
に
す
べ
て
原
印
象
︑

把
持
︑
予
持
と
い
っ
た
時
間
的
機
能
を
も
ち
︑
こ
れ
ら
は
︑
そ
の
作
用
的
側
面
に

関
し
て
︵
ノ
エ
マ
的
側
面
と
は
別
の
こ
と
が
ら
と
し
て
︶
無
意
識
的
で
あ
る
︱
︱

ま
っ
た
く
現
出
せ
ず
に
隠
れ
て
い
る
︱
︱
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
そ
の
作
用
自
身

が
︵
そ
れ
が
構
成
す
る
︶
生
き
生
き
し
た
現
在
と
し
て
／
の
な
か
に
現
出
し
て
意

識
さ
れ
︑
し
か
も
︑
そ
の
よ
う
に
自
己
現
出
し
た
作
用
自
身
の
諸
位
相
全
体
を
ひ

と
ま
と
ま
り
に
統
一
す
る
︒
他
方
︑
カ
ン
ト
は
﹁
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
把
捉
の
純

粋
綜
合
を
も
っ
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
の
綜
合
は
あ
く
ま
で
も
﹁
純

粋
﹂
綜
合
で
あ
っ
て
︑
ノ
エ
マ
的
側
面
と
は
別
の
こ
と
が
ら
と
し
て
︑
作
用
︵
ノ

エ
シ
ス
︶
的
側
面
が
自
己
現
出
し
て
自
己
自
身
を
綜
合
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
解

釈
さ
れ
る
︒
こ
の
作
用
の
自
己
現
出
に
よ
っ
て
︑
瞬
間
的
現
在
で
は
な
く
︑
狭
い

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学
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に
せ
よ
あ
る
程
度
の
時
間
幅
を
も
つ
現
在
野
そ
れ
自
体
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相

︵
原
印
象
の
﹁
今
﹂
の
位
相
︑
把
持
の
﹁
た
っ
た
今
﹂
の
位
相
︑
把
持
の
把
持
の
﹁
た
っ

た
今
の
た
っ
た
今
﹂
の
位
相
⁝
⁝
な
ど
︶
に
区
別
さ
れ
な
が
ら
︑
統
一
的
に
構
成
さ

れ
る
の
で
あ
る
︒
繰
り
返
す
が
︑
時
間
的
な
対
象
の
構
成
で
は
な
く
︑
時
間
野

︵
現
在
野
︶
そ
れ
自
体
の
構
成
で
あ
る
︒
経
験
︿
以
前
﹀
に
︵
超
越
的
な
対
象
の
構

成
︿
以
前
﹀
に
︶
こ
の
時
間
野
︵
現
在
野
︶
が
構
成
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
︑
経
験
が

始
ま
っ
た
︿
以
後
﹀
に
は
︑
そ
の
な
か
で
た
と
え
ば
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
よ
う
な
対
象

も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
が
区
別
さ
れ
な
が
ら
︵
こ
の
位
相
の
区
別
が
な
い
な
ら
ば
︑

メ
ロ
デ
ィ
ー
は
︑
た
だ
の
ば
ら
ば
ら
の
音
に
な
る
か
︑
た
だ
の
同
時
的
な
和
音
に
な
っ
て

し
ま
う
か
︑
だ
ろ
う
︶
綜
合
的
に
捉
え
ら
れ
る
︒
こ
う
読
め
ば
︑
カ
ン
ト
の
演
繹

的
な
議
論
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
還
元
的
な
議
論
は
大
き
く
重
な
る
︒

再
生
の
綜
合

次
は
﹁
再
生
の
綜
合
﹂
で
あ
る
︒
こ
こ
で
構
想
力
︱
︱
よ
り
根
源
的
で
な
い
派

生
的
な
構
想
力
︱
︱
が
働
く
︒﹁
そ
れ
ゆ
え
︑
構
想
力
は
一
つ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
綜
合
の
能
力
で
も
あ
っ
て
︑
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
そ
れ
に
生
産
的
構
想
力
と

い
う
名
称
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
が
︑
だ
か
ら
︑
構
想
力
が
︑
現
象
の
す
べ
て
の

多
様
な
も
の
に
関
し
て
︑
現
象
の
綜
合
に
お
け
る
必
然
的
統
一
以
上
の
何
も
の
を

も
意
図
し
な
い
か
ぎ
り
︑
こ
の
必
然
的
統
一
は
構
想
力
の
超
越
論
的
機
能
と
名
づ

け
ら
れ
う
る
︒
だ
か
ら
︑
な
る
ほ
ど
奇
怪
で
は
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ

ろ
か
ら
な
ん
と
し
て
も
明
白
な
の
は
︑
構
想
力
の
こ
の
超
越
論
的
機
能
を
介
し
て

︹
verm
ittelst︺
の
み
︑
諸
現
象
の
親
和
性
す
ら
︑
そ
れ
と
と
も
に
連
想
︹
＝
連

合
：
A
ssoziation
︺
も
︑
最
後
に
︑
こ
の
連
想
を
つ
う
じ
て
︑
諸
法
則
に
し
た

が
う
再
生
産
︹
R
eproduktion
︺
も
︑
し
た
が
っ
て
経
験
自
身
も
可
能
と
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︑
と
い
う
の
は
︑
構
想
力
の
こ
の
超
越
論
的
な
機
能
な
し
で

は
対
象
に
つ
い
て
の
諸
概
念
が
合
流
し
て
一
つ
の
経
験
と
な
る
こ
と
は
全
然
な
い

で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
︒(

)﹂
74

｢連
想
﹂︵
連
合
︶
や
﹁
再
生
産
﹂
は
︑﹁
生
産
的
構
想
力
﹂
の
働
き
と
し
て
︑

あ
る
意
味
で
狭
い
生
き
生
き
し
た
現
在
を
越
え
た
︑
そ
の
外
部
の
時
間
に
お
け
る

過
去
の
も
の
の
再
想
起
な
ど
を
可
能
に
す
る
︒
し
か
も
︑
こ
れ
が
﹁
純
粋
﹂
だ
と

す
れ
ば
︑
そ
れ
は
対
象
︿
以
前
﹀
に
︑︵
生
き
生
き
し
た
現
在
を
越
え
た
︶
時
間
全

体
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
働
き
は
︵
生
き
生
き
し
た
現
在
を
越

え
た
︶
時
間
全
体
の
︵
た
だ
し
︑
あ
く
ま
で
も
経
験
︿
以
前
﹀
の
︶
綜
合
に
関
わ
る
だ

ろ
う
︒
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
﹁
構
想
力
の
純
粋
な
超
越
論
的
綜
合(

)
﹂
と
呼
ぶ
︒
こ
の

75

構
想
力
は
︑
生
き
生
き
し
た
現
在
の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ
を
越
え
て
︑
時
間
全
体
を

﹁
純
粋
﹂
に
綜
合
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︵
経
験
︿
以
前
﹀
に
︶
時
間
全
体

が
純
粋
に
綜
合
さ
れ
︑
そ
の
な
か
で
︵
経
験
︿
以
後
﹀
に
︶
対
象
が
ふ
さ
わ
し
く

構
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

た
だ
︑
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
︑﹁﹇
⁝
⁝
﹈
把
捉
の
綜
合
は
再
生
産

の
綜
合
と
離
れ
が
た
く
結
合
し
て
い
る(

)
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
綜
合

76

作
用
と
次
の
綜
合
作
用
と
の
連
続
性
を
述
べ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
に
応

じ
て
ま
た
︑
把
捉
の
綜
合
︵
よ
り
根
源
的
な
構
想
力
︶
に
よ
っ
て
成
立
す
る
生
き
生

き
し
た
現
在
も
︑
再
生
産
の
綜
合
︵
構
想
力
︶
に
よ
っ
て
成
立
す
る
時
間
全
体
と

連
続
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
だ
ろ
う
︒

も
う
ひ
と
つ
︑﹁
そ
し
て
前
者
︹
＝
把
捉
の
綜
合
︺
は
す
べ
て
の
認
識
一
般

︵
経
験
的
認
識
の
み
な
ら
ず
︑
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
認
識
を
も
含
め
て
︶
の
可
能
性
の

超
越
論
的
根
拠
を
な
す
か
ら
︑
構
想
力
の
再
生
産
的
綜
合
は
心
の
超
越
論
的
働
き

に
属
し
て
お
り
︑
こ
の
超
越
論
的
働
き
を
顧
慮
し
て
︑
私
た
ち
は
こ
の
能
力
を
も

構
想
力
の
超
越
論
的
能
力
と
名
づ
け
よ
う
と
思
う
﹂
と
カ
ン
ト
は
述
べ
る
︒︵
経

験
︿
以
前
﹀
の
︶
生
き
生
き
し
た
現
在
の
構
成
は
︵
経
験
︿
以
前
﹀
の
︶
時
間
全
体

の
構
成
に
先
立
ち
︑
後
者
を
︵
再
生
産
的
な
再
想
起
に
よ
る
綜
合
に
よ
っ
て
︶
可
能

に
す
る
の
で
︑
前
者
が
い
わ
ば
よ
り
超
越
論
的
で
あ
り
︑
後
者
は
そ
の
逆
︵
よ
り

二
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超
越
論
的
で
な
い
︶
に
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
前
者
で
す
ら
︑
よ
り
超
越
論

的
な
構
想
力
︵
受
動
的
綜
合
︶
か
ら
発
生
す
る
と
考
え
れ
ば
︑
後
者
は
︑
そ
の
逆

の
さ
ら
に
も
う
一
段
階
派
生
的
な
︵
よ
り
︑
よ
り
超
越
論
的
で
な
い
︶
も
の
に
な

る
︒
そ
う
い
う
意
味
で
︑
こ
こ
で
の
構
想
力
は
︑
よ
り
根
源
的
な
構
想
力
か
ら
す

れ
ば
︑
よ
り
︑
よ
り
派
生
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ

で
も
こ
れ
も
ま
た
構
想
力
の
超
越
論
的
能
力
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒

再
確
認
の
綜
合

さ
ら
に
﹁
再
確
認
の
綜
合
﹂
に
つ
い
て
見
る
が
︑
そ
の
前
に
カ
ン
ト
の
三
つ
の

綜
合
は
︑
感
官
︑
構
想
力
︑
統
覚
の
区
別
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
﹁
思
わ
れ

る
﹂︒
そ
う
す
る
と
︑
再
確
認
の
綜
合
は
統
覚
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
カ

ン
ト
の
こ
の
綜
合
に
つ
い
て
の
論
述
で
は
︑
概
念
︑
悟
性
︑
思
考
が
中
心
的
に
な

り
︑
そ
れ
は
ま
た
意
識
お
よ
び
自
我
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

﹁
概
念
に
お
け
る
再
確
認
の
綜
合
に
つ
い
て
﹂
と
い
う
見
出
し
の
も
と
で
︑
カ
ン

ト
は
書
く
︒﹁
私
た
ち
が
思
考
し
て
い
る
も
の
が
︑
私
た
ち
が
一
瞬
間
以
前
に
思

考
し
た
も
の
と
ま
さ
に
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
な
け
れ
ば
︑
諸
表
象
の

系
列
に
お
け
る
す
べ
て
の
再
生
産
は
無
益
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
私
が

思
考
し
て
い
る
も
の
は
︑
現
在
の
状
態
に
お
け
る
一
つ
の
新
し
い
表
象
と
な
っ
て

し
ま
い
︑
こ
の
表
象
は
︑
表
象
を
次
々
と
産
出
し
た
は
ず
の
作
用
に
は
全
然
属
さ

な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
だ
か
ら
そ
う
し
た
表
象
の
多
様
な
も
の
は
つ
ね
に

い
か
な
る
全
体
を
も
な
さ
な
く
な
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
と
い
う
の

は
︑
こ
の
多
様
な
も
の
は
︑
あ
の
意
識
の
み
が
そ
れ
に
あ
た
え
う
る
統
一
を
欠
い

た
か
ら
で
あ
る
︒(

)﹂
77

こ
の
議
論
に
よ
れ
ば
︑
再
生
産
ま
で
だ
け
で
は
︵
と
り
あ
え
ず
過
去
の
表
象
の
再

想
起
ま
で
だ
け
で
は
︑
と
言
い
か
え
る
︶
経
験
の
統
一
に
は
ま
だ
十
分
で
な
い
︒
過

去
の
諸
表
象
が
す
べ
て
﹁
私
﹂
の
表
象
で
な
い
な
ら
ば
︑
そ
も
そ
も
再
想
起
で
き

な
い
だ
ろ
う
︵
多
重
人
格
の
場
合
︑
あ
る
人
格
は
他
の
人
格
の
表
象
を
自
分
の
表
象
と

し
て
再
想
起
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
︑
そ
れ
は
そ
も
そ
も
再
想
起
が
自
分
の
表
象
の
再
想
起

で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
︶
︒
だ
か
ら
︑︵
再
生
産
さ
れ
た
︶
諸
表
象
の
統
一
に

は
﹁
私
﹂
が
必
要
で
あ
る
︒
引
用
に
お
い
て
﹁
あ
の
意
識
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
が

︵
超
越
論
的
統
覚
の
︶﹁
私
﹂
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
﹁
私
﹂︵
自

我
︶
こ
そ
が
諸
表
象
の
多
様
な
も
の
の
︵
最
終
的
な
︶
統
一
を
可
能
に
す
る
︒
こ

の
よ
う
に
読
む
の
が
お
そ
ら
く
常
識
的
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
異
な
る
︒
彼
は
﹁
私
﹂
に
関
す
る
考
察
を

い
わ
ば
後
回
し
に
し
︑
そ
の
直
前
の
箇
所
を
重
視
し
て
︑
言
う
︒﹁
綜
合
の
こ
の

第
三
の
様
相
︹
＝
概
念
に
お
け
る
再
確
認
の
綜
合
︺
は
未
来
を
﹁
形
成
す
る
﹂
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒(

)﹂
彼
は
未
来
の
構
成
に
力
点
を
置
く
の
で
あ
る
︒
再
確

78

認
の
綜
合
は
ほ
ん
と
う
に
未
来
を
構
成
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
彼
の
議
論
を
確
認
し

よ
う
︒
先
述
の
よ
う
に
︑
そ
れ
を
彼
は
︵
作
用
の
側
の
︶﹁
純
粋
綜
合
﹂
の
面
に
お

い
て
捉
え
る
︒﹁﹇
⁝
⁝
﹈
こ
の
純
粋
綜
合
が
再
認
︹
＝
再
確
認
︺
す
る
場
合
︑

﹇
⁝
⁝
﹈
綜
合
は
あ
ら
か
じ
め
保
持
す
る
可
能
性
一
般
の
地
平
を
探
索
す
る
こ
と

を
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
綜
合
の
探
索
は
︑
純
粋
な
も
の
︹
＝
純
粋
綜
合
︺
と
し

て
こ
の
あ
ら
か
じ
め
と
い
う
こ
と
︑
す
な
わ
ち
未
来
を
根
源
的
に
形
成
す
る
こ
と

な
の
で
あ
る
︒(

)﹂
こ
の
点
に
つ
い
て
の
三
木
清
の
︵
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
に
し
た

79

が
っ
た
︶﹁
再
認
︹
＝
再
確
認
︺
R
ekognoszieren
﹂
の
説
明
を
参
照
し
よ
う
︒

す
な
わ
ち
︑﹁
そ
れ
は
先
ん
じ
て
偵
察
し
︵
erkunden,rekognoszieren
と
い
ふ
語

は
兵
學
上
か
か
る
意
味
を
有
す
る
︶
︑
豫
め
同
一
的
な
も
の
と
し
て
把
持
さ
れ
て
ゐ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
を
探
索
す
る
︵
durchspähen
︶
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
覺
知

︹
＝
把
捉
︺
的
並
び
に
再
生
的
綜
合
は
一
般
に
そ
の
中
で
自
己
の
働
き
得
る
存
在

者
の
完
結
的
領
域
を
先
発
見
し
得
る
の
で
あ
る
︒(

)﹂
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑

80

R
ekognition
の
﹁
再
確
認
︵
再
認
︶
﹂
と
い
う
訳
語
が
不
適
切
な
の
で
あ
り
︑
そ

れ
は
兵
学
的
な
語
︑
す
な
わ
ち
︵
本
隊
の
到
着
以
前
に
探
索
す
る
︶
斥
候
の
役
割
と

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

二
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し
て
の
﹁
偵
察
﹂
の
よ
う
な
訳
語(

)
で
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
こ

81

の
綜
合
は
﹁
偵
察
の
綜
合
﹂
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
が
純
粋
綜
合

︵
作
用
の
自
己
関
係
︶
に
お
い
て
﹁
未
来
﹂
の
時
間
地
平
・
時
間
野
を
あ
ら
か
じ
め

生
産
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︑
一
方
で
︑
時
間
の
﹁
時
熟

︵
Z
eitigung
︶
﹂︵
筆
者
と
し
て
は
こ
の
語
に
は
﹁
時
間
の
時
間
化
﹂
す
な
わ
ち
﹁
時
間
が

ま
さ
に
本
来
的
・
固
有
的
な
時
間
と
し
て
現
れ
て
く
る
﹂
と
い
っ
た
意
味
が
含
ま
れ
て
い

る
と
思
う
が
︶
が
未
来
か
ら
可
能
に
な
る
︑
と
い
う
﹃
存
在
と
時
間
﹄
の
議
論
に

つ
な
げ
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
彼
は
﹁
も
し
こ
の
よ
う
な
外
見

的
に
は
ま
っ
た
く
時
間
か
ら
背
い
た
概
念
に
お
け
る
純
粋
綜
合
の
カ
ン
ト
の
分
析

に
お
い
て
︑
時
間
は
第
一
義
的
に
未
来
か
ら
時
熟
す
る
と
い
う
ま
さ
に
根
源
的
な

時
間
の
本
質
が
出
現
し
て
く
る
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒(

)﹂
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

82

は
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
未
来
か
ら
時
間
が
時
熟
す
る
と
い
う

﹃
存
在
と
時
間
﹄
の
議
論
は
︑
死
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
︑
そ
し
て
非
本
来
的

な
自
己
と
本
来
的
な
自
己
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
べ
き
だ

ろ
う
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
最
後
に
考
察
し
よ
う
︒

さ
て
︑
以
上
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
に
対
し
て
︑
筆
者
は
︑
じ
つ
に
面

白
い
と
思
う
と
同
時
に
︑
後
述
の
よ
う
に
︑
お
の
れ
自
身
は
立
ち
と
ど
ま
り
つ
つ

時
間
を
構
成
す
る
﹁
私
﹂
の
成
立
を
カ
ン
ト
は
語
っ
て
い
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に

解
釈
し
て
も
よ
い
と
思
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
の
い
わ
ば
背
面
と
し
て
︑
未
来

の
構
成
は
﹁
再
生
産
の
綜
合
﹂
に
よ
っ
て
す
で
に
可
能
に
な
っ
て
い
る
︱
︱
つ
ま

り
こ
の
綜
合
は
過
去
と
未
来
の
構
成
を
可
能
に
す
る
︱
︱
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
た

し
か
に
再
生
産
の
綜
合
は
過
去
︵
全
体
︶
の
構
成
だ
け
を
可
能
に
す
る
と
い
う
解

釈
も
可
能
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
と
い
う
の
も
﹁
再
生
産
﹂
は
第
一
義
的
に
は
﹁︵
再
︶

想
起
﹂
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
こ
に
﹁
予
期
﹂
を
加

え
て
も
︑
そ
れ
が
一
種
の
変
様
し
た
再
生
産
だ
と
す
れ
ば
筋
が
通
ら
な
い
わ
け
で

は
な
い
︒
カ
ン
ト
は
事
例
と
し
て
﹁
私
が
﹇
⁝
⁝
﹈
或
る
日
の
正
午
か
ら
次
の
日

の
正
午
ま
で
の
時
間
を
考
え
よ
う
と
し
て
﹂
み
る
こ
と
を
出
し
て
い
る
が
︑
こ
の

場
合
の
﹁
或
る
日
の
正
午
﹂
が
昨
日
の
正
午
で
あ
り
︑﹁
次
の
日
の
正
午
﹂
が
本

日
の
︵
現
在
の
︶
正
午
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
は
過
去
だ
け
に
関
わ
る
こ

と
に
な
る
︒
こ
の
場
合
︑﹁
次
の
日
の
正
午
﹂
は
︑
明
日
の
正
午
す
な
わ
ち
未
来

で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
カ
ン
ト
は
そ
う
い
う
こ
と
を
こ
の
文

章
で
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
む
し
ろ
︑
過
去
と
未
来
の
両
方
の
構
成
を
表
現
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
過
去
と
未
来
の
両
方
を
含
む
時
間
全
体
に
関
わ
る
か
ら

こ
そ
︑
こ
こ
で
働
く
構
想
力
は
︑﹁
再
生
産
﹂
が
第
一
義
的
に
は
過
去
の
再
想
起

を
意
味
す
る
な
ら
ば
／
と
し
て
も
︑﹁
再
生
産
的
構
想
力
﹂
で
は
な
く
﹁
生
産
的

構
想
力
﹂
と
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か(

)
︒
そ
し
て
︑
先
に
把
捉
の
綜
合
に
お

83

い
て
す
で
に
生
き
生
き
し
た
現
在
の
構
成
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
時
間
全
体
︵
現
在
︑
過
去
︑
未
来
︶
の
構
成
が
示
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒
と
は
い
え
︑
こ
の
解
釈
と
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
未
来
の
構
成
の
解
釈
と

は
︑
カ
ン
ト
解
釈
の
一
貫
性
と
い
う
点
で
は
問
題
に
な
る
に
せ
よ
︑
矛
盾
と
い
う

ま
で
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
が
あ
り
︑
む
し
ろ
そ
れ
を
強
調
し
た
い
︒
す
な

わ
ち
︑
こ
の
よ
う
な
時
間
全
体
の
構
成
は
一
種
の
﹁
客
観
的
﹂
時
間
野
︵
順
序
系

列
だ
け
を
も
つ
時
間
と
言
っ
て
も
よ
い
︶
の
構
成
で
あ
り
︑
そ
れ
だ
け
で
は
︑﹁
今
・

こ
こ
・
私
﹂
と
い
う
絶
対
的
な
原
点
が
︱
︱
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
時
間
的
な
絶
対

的
な
原
点
﹁
今
﹂
が
重
要
だ
が
︱
︱
欠
落
し
て
い
る
︒
そ
れ
な
し
に
は
﹁
或
る

日
﹂
が
﹁
こ
の
今
﹂
に
な
ら
な
い
︒
そ
れ
な
し
に
は
﹁
私
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
時

間
﹂
が
成
り
立
た
な
い
︒
し
か
し
︑
絶
対
的
な
原
点
と
し
て
の
﹁
私
﹂
は
単
純
に

客
観
的
時
間
の
な
か
の
一
点
だ
け
に
位
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
と
い
う
の

も
︑
そ
れ
は
す
べ
て
の
時
点
に
お
い
て
つ
ね
に
︵
時
間
全
体
を
綜
合
す
る
︑
作
用
側

の
同
一
な
も
の
と
し
て
︶
い
わ
ば
立
ち
あ
っ
て
い
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
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︱
︱
こ
う
し
た
も
の
は
座
標
で
は
示
さ
れ
な
い
︒﹁
再
確
認
の
綜
合
﹂
は
︑
時
間

野
全
体
を
綜
合
す
る
こ
の
﹁
今
・
こ
こ
・
私
﹂
の
構
成
を
示
し
て
い
る
と
も
解
釈

可
能
で
あ
る
︒

時
間
野
全
体
を
綜
合
す
る
こ
の
﹁
今
・
こ
こ
・
私
﹂
は
通
常
の
︵
ノ
エ
マ
を
媒

介
・
突
破
し
て
構
成
さ
れ
る
︶
対
象
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
︑
作
用
︵
ノ
エ
シ
ス
︶
そ

れ
自
体
の
自
己
構
成
体
で
あ
る
︒
こ
れ
が
︑
自
己
構
成
に
よ
っ
て
統
一
的
に
現
れ

て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
あ
る
い
は
︑
成
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︑
あ
る
い
は
︑
か
た
ち
-つ
く
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
も
︑

こ
れ
は
︑
言
語
が
活
動
す
る
と
き
に
こ
そ
ま
さ
に
そ
れ
と
し
て
現
れ
て
く
る
︒
言

語
は
悟
性
に
対
応
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
﹁
再
確
認
の
綜
合
﹂
は
︑
構
想
力
の

な
か
で
も
︑
と
り
わ
け
悟
性
の
ノ
エ
シ
ス
的
機
能
に
深
く
関
わ
る
も
の
︵
概
念
の

機
能
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
︶
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

こ
う
し
た
﹁
私
﹂︵
自
我
︶
の
統
一
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
た
と
え
客
観
的
な
時

間
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
だ
け
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
点

が
﹁
こ
の
私(

)
﹂︵
す
べ
て
の
時
点
に
ノ
エ
シ
ス
側
で
立
ち
会
い
・
立
ち
と
ど
ま
っ
て
い
る

84

私
︶
に
属
す
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
︒
し
か
し
逆
に
︑
こ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
れ

ば
︑﹁
こ
の
私
﹂
は
客
観
的
時
間
を
お
の
れ
に
所
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ

し
て
︑
経
験
︿
以
後
﹀
に
は
︑﹁
把
捉
の
綜
合
﹂
と
﹁
再
生
産
の
綜
合
﹂
と
で
整

え
ら
れ
て
い
た
条
件
に
し
た
が
っ
て
成
立
す
る
対
象
を
︑
あ
ら
た
め
て
言
語
的
・

悟
性
的
・
概
念
的
に
綜
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
綜
合
に
よ
っ
て
成
立
す
る

も
の
は
︑
そ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
時
点
に
立
ち
会
い
︑
そ
の
意
味
で
す
べ
て
の
時

点
を
射
程
に
収
め
︑
し
か
も
そ
の
射
程
の
外
に
出
る
こ
と
の
な
い
︵
超
越
論
的
な
︶

﹁
私
﹂
に
と
っ
て
﹁
普
遍
的
﹂
で
あ
る
︱
︱
仮
に
も
他
者
か
ら
見
た
ら
︑
そ
れ
は

﹁
普
遍
的
﹂
で
な
く
﹁
個
別
的
﹂
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
︑
し
か
し
︑
そ

も
そ
も
こ
の
﹁
私
﹂
は
︑
時
間
の
一
区
間
だ
け
に
置
き
入
れ
ら
れ
る
通
常
の
語
義

の
﹁
個
別
・
個
人
・
個
体
﹂
と
し
て
の
﹁
私
﹂
で
は
な
く
︑
他
者
か
ら
見
ら
れ
る

も
の
で
も
な
い
︒
カ
ン
ト
は
︑
こ
の
﹁
再
確
認
の
綜
合
﹂
を
こ
う
し
た
﹁
私
﹂

︵
自
我
︶
の
成
立
へ
と
つ
な
げ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
﹁
私
﹂︵
自
我
︶
の
成
立
へ
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
︑
そ
の
前
に
︑
こ

こ
で
述
べ
た
﹁
再
確
認
の
綜
合
﹂
の
機
能
を
も
う
一
度
ま
さ
に
再
確
認
し
て
お
き

た
い
と
思
う
︒
す
な
わ
ち
︑
経
験
︿
以
前
﹀
に
︵﹁
普
遍
的
な
﹂︶﹁
こ
の
私
﹂
が
成

立
し
て
い
て
こ
そ
︑
経
験
︿
以
後
﹀
の
対
象
の
構
成
︱
︱
生
き
生
き
し
た
現
在
に

お
け
る
対
象
の
み
な
ら
ず
︑
時
間
全
体
に
わ
た
る
対
象
の
構
成
︱
︱
が
可
能
に
な

る
︒
だ
か
ら
︑
そ
の
た
め
に
は
︑
純
粋
綜
合
に
お
い
て
す
で
に
﹁
こ
の
私
﹂
が
成

立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

そ
の
う
え
で
筆
者
の
﹁
よ
り
強
い
﹂
解
釈
も
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︒

﹁
こ
の
私
﹂
は
︵
対
象
が
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︶
客
観
的
時
間
の
全
体
に
対
し

て
ノ
エ
シ
ス
側
で
︵
同
一
な
も
の
と
し
て
︶
立
ち
あ
い
・
立
ち
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒

こ
れ
は
ま
っ
た
く
独
特
な
︑
い
や
唯
一
的
な
同
一
性
で
あ
り
︑
文
字
ど
お
り
比
類

な
き
同
一
性
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
こ
の
私
﹂
が
ノ
エ
シ
ス
側
・
作
用
側
に
見
い

だ
さ
れ
る
こ
と
と
対
応
し
て
︑
客
観
的
時
間
野
全﹅

体﹅

が
﹁
こ
の
私
﹂
の
作
用
の
射

程
内
に
収
め
ら
れ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
そ
の
客
観
的
時
間
野
全
体
に
お
い
て
不
変

の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
普
遍
的
な
対
象
も
︑
そ
の
作
用
の
射
程
内
に
収
め
ら
れ
る
︒

普
遍
性
全
体
︵
こ
の
場
合
は
﹁
こ
の
私
﹂
に
と
っ
て
の
普
遍
性
が
そ
の
ま
ま
端
的
な
普

遍
性
で
あ
る
︶
が
そ
の
射
程
内
に
収
め
ら
れ
る
︒
普
遍
的
な
も
の
は
ア
・
プ
リ
オ

リ
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
し
て
そ
の
普
遍
性
が
客
観
的
時
間
野
の
全
体
と
射
程
を

等
し
く
す
る
な
ら
ば
︑
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
は
非
時
間
性
︑
無
時
間
性
︑
超
時
間
性

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
﹁
全
時
間
性
︵
A
llzeitlichkeit︶
﹂
と
し
て
捉
え
直
さ
れ

る
︒
全
時
間
性
は
︑
時
間
全
体
を
構
成
し
つ
つ
立
ち
と
ど
ま
る
﹁
こ
の
私
﹂
と

︵
独
特
な
意
味
で
︶
相
関
的
で
あ
る
︒
カ
ン
ト
を
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
解
釈
し
直
せ

ば
︑
こ
う
い
う
方
向
が
拓
か
れ
る
︵
こ
う
解
す
る
と
︑
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
普

遍
性
も
全
時
間
性
と
し
て
︑
時
間
を
共
通
軸
に
し
て
﹁
よ
り
時
間
的
﹂
に
捉
え
ら
れ
る
だ

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

二
七

327



ろ
う
が
︑
そ
の
た
め
に
は
カ
ン
ト
に
は
還
元
の
方
法
が
欠
け
て
い
た
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル

の
見
解
を
修
正
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
そ
う
で
あ
る
︶
︒
少
な
く
と
も
フ
ッ
サ
ー
ル

は
そ
う
し
た
方
向
に
進
ん
だ
︒

六
︑
カ
ン
ト
の
﹁
私
﹂
︵
自
我
︶
の
現
象
学
的
解
釈

さ
て
︑
構
想
力
か
ら
︵
超
越
論
的
統
覚
の
︶﹁
自
我
﹂
へ
の
カ
ン
ト
の
議
論
の
展

開
を
追
お
う
︒
こ
の
自
我
︵﹁
私
﹂︶
は
経
験
に
先
立
ち
︑
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
︑
超

越
論
的
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
作
用
︵
ノ
エ
シ
ス
︶
の
側
に
立
ち
︑
し
か
も
︑
感
性

よ
り
も
悟
性
の
側
に
接
近
し
た
立
ち
位
置
に
お
い
て
︑
経
験
の
統
一
の
最
終
的
な

保
証
を
与
え
る
︒

｢﹇
⁝
⁝
﹈
不
変
不
動
の
自
我
︵
超
越
論
的
統
覚
と
い
う
︶︹
das
stehende
und

bleibende
Ich
(der
reinen
A
pperzeption)︺
は
︑
表
象
が
意
識
さ
れ
る
こ
と

が
い
や
し
く
も
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
私
た
ち
の
表
象
の
相
関
者
を
な

す
の
で
あ
っ
て
︑
す
べ
て
の
意
識
が
一
つ
の
包
括
的
な
純
粋
統
覚
に
属
す
る
の

は
︑
表
象
と
し
て
の
す
べ
て
の
感
性
的
直
観
が
︑
一
つ
の
純
粋
な
内
的
直
観
︑
つ

ま
り
時
間
に
属
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
統
覚
は
︑

純
粋
構
想
力
の
機
能
を
知
性
的
た
ら
し
め
る
た
め
に
︑
こ
の
純
粋
統
覚
に
付
け
加

わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
︒(

)﹂
85

引
用
の
最
後
の
箇
所
で
は
︑﹁
こ
の
統
覚
﹂
す
な
わ
ち
超
越
論
的
統
覚
の
自
我

が
﹁
純
粋
構
想
力
﹂
に
﹁
付
け
加
わ
る
﹂︵
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︶
と
さ
れ
て

い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
純
粋
構
想
力
の
機
能
が

﹁
知
性
的
﹂
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑︵
感
官
・
感
性
に
よ
る
把
捉
よ
り
も
上
位
の
︶
言

語
・
悟
性
に
よ
る
再
確
認
の
機
能
の
成
立
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
︒
す
な

わ
ち
︑
こ
れ
が
登
場
す
る
︿
以
前
﹀
に
す
で
に
対
象
の
表
象
の
綜
合
は
成
立
し
て

い
る
の
だ
が
︑
そ
れ
を
﹁
知
性
的
﹂
に
﹁
再
確
認
﹂
す
る
た
め
に
は
こ
の
統
覚

が
︑
そ
れ
ゆ
え
自
我
が
︑
必
要
に
な
る(

)
︑
と
い
う
よ
う
に
読
め
る
︵
こ
の
場
合
は
︑

86

訳
語
と
し
て
﹁
偵
察
の
綜
合
﹂
よ
り
も
﹁
再
確
認
︵
再
認
︶
の
綜
合
﹂
が
や
は
り
適
切
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︶
︒

し
か
し
ま
た
︑
右
の
箇
所
か
ら
︑
カ
ン
ト
は
︑
こ
の
統
覚
が
付
け
加
わ
っ
た
純

粋
構
想
力
と
︑
そ
れ
︿
以
前
﹀
に
対
象
の
表
象
の
綜
合
を
可
能
に
す
る
純
粋
構
想

力
︵
よ
り
根
源
的
な
純
粋
構
想
力
︶
と
を
区
別
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
だ

ろ
う
︒
統
覚
︿
以
前
﹀
の
純
粋
構
想
力
は
︑
も
は
や
／
い
ま
だ
︑
よ
り
根
源
的
・

よ
り
超
越
論
的
な
構
想
力
で
は
な
い
と
し
て
も
︑
こ
れ
は
︵
自
我
︿
以
前
﹀
に
働

く
と
い
う
意
味
で
︶﹁
先
自
我
的
﹂
か
も
し
れ
な
い
︒
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
認
め
る
だ

ろ
う
か
︱
︱
少
な
く
と
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
生
的
現
象
学
は
﹁
先
自
我
的
﹂
な
も

の
を
認
め
る
が
︒

で
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁
私
﹂︵
自
我
︶
の
成
立
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
︒

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︑
一
方
で
先
の
﹁
不
変
不
動
の
自
我
︹
das
stehende
und

bleibende
Ich

(

)
︺﹂︑
他
方
で
﹁
時
間
は
経
過
す
る
こ
と
は
な
く
︹
[d]ie
Z
eit

87

verläuft
sich
nicht︺︑
変
易
し
う
る
も
の
の
現
存
在
が
時
間
に
お
い
て
経
過
す

る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
そ
れ
自
身
変
易
せ
ず
存
続
し
つ
づ
け
る
時
間

︹
[d]er

Z
eit
also,die
selbst
unw
andelbar
und
bleibend
ist︺
に
現
象
に
お

い
て
対
応
す
る
の
は
﹇
⁝
⁝
﹈(

)﹂
と
い
う
カ
ン
ト
の
論
述
に
お
け
る
﹁
時
間
は
経

88

過
す
る
こ
と
は
な
く
﹂
や
︑︵
時
間
は
︶﹁
そ
れ
自
身
変
易
せ
ず
存
続
し
つ
づ
け

る
﹂
と
い
う
箇
所
を
引
き
合
い
に
出
し
︑
さ
ら
に
ま
た
︑﹁
そ
れ
ゆ
え
時
間
は
︑

諸
現
象
の
あ
ら
ゆ
る
転
変
が
そ
の
う
ち
で
思
考
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
︑

恒
存
し
て
お
り
︵
bleibt︶
︑
転
変
す
る
こ
と
は
な
い
︹
w
echselt
nicht︺︒(

)﹂
と
い

89

う
カ
ン
ト
の
論
述
に
お
け
る
︵
時
間
は
︶﹁
恒
存
し
て
い
る
﹂
や
﹁
転
変
す
る
こ

と
は
な
い
﹂
と
い
う
箇
所
を
引
き
合
い
に
出
す
︒
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
け
る

﹁
私
﹂
と
﹁
時
間
﹂
の
い
わ
ば
述
語
規
定
︵
本
質
述
語
︶
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と

か
ら
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁
私
﹂
と
﹁
時
間
﹂
と
を
同
一
視
し
︑
か
つ
ま
た
両
者
は

二
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と
も
に
﹁﹁
時
間
の
う
ち
に
﹂
あ
ら
ぬ
﹂
と
言
う
︱
︱
こ
の
場
合
︑﹁
私
﹂
と
同
一

視
さ
れ
る
﹁
時
間
﹂
は
︑
客
観
的
時
間
全
体
の
な
か
の
一
部
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

ら
︑
そ
れ
は
﹁︹
客
観
的
︺
時
間
の
う
ち
に
﹂
あ
ら
ぬ
の
だ
ろ
う
︒

で
は
︑
こ
こ
で
の
﹁
時
間
﹂
は
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
経
験
︿
以

前
﹀
の
時
間
で
あ
る
か
ら
︑
対
象
の
な
い
︑
か
つ
ま
た
対
象
で
な
い
時
間
そ
れ
自

体
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
︑
た
と
え
ば
︵
デ
カ
ル
ト
以
来
の
︶
座
標
の
ｘ
軸

に
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
座
標
軸
そ
れ
自
体
は
︑
そ
の
座
標

内
に
置
か
れ
る
︵
可
動
的
な
︶
対
象
と
は
違
っ
て
動
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
反
論
も
可
能
だ
ろ
う
︒﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄

の
超
越
論
的
感
性
論
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
時
間
は
そ
う
し
た
も
の
の
よ
う
に
も
読

め
る
︒
と
す
る
と
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
成
り
立
た
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
し
か

し
︑
も
し
時
間
が
﹁
時
間
化
す
る
時
間
﹂
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
検
討
し
た
い
︒

フ
ッ
サ
ー
ル
を
引
き
合
い
に
出
す
と
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
時
間
を
構
成
す
る
自

我
そ
れ
自
体
は
本
来
︑
時
間
の
う
ち
に
あ
ら
ぬ
︑
と
見
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
そ
う

し
た
自
我
を
﹁
立
ち
と
ど
ま
る
︵
stehend
︶
﹂
と
か
﹁
と
ど
ま
る
︵
bleibend
︶
﹂

と
い
う
規
定
に
お
い
て
捉
え
て
い
た
︱
︱
こ
れ
は
先
の
カ
ン
ト
の
引
用
で
﹁
不
変

不
動
︵
stehend[e]
und
bleibend[e]︶
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
た
事
態
に
対
応
す
る
︒
こ

の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
我
の
捉
え
方
は
︑
先
述
の
よ
う
に
﹃
内
的
時
間
意
識
の
現
象

学
﹄
の
分
析
に
由
来
す
る
︒
そ
も
そ
も
︑
時
間
構
成
す
る
作
用
は
︑
時
間
の
な
か

に
現
出
す
る
必
要
性
を
も
た
な
い
︒
で
は
︑
そ
れ
は
い
わ
ば
い
つ
も
現
象
の
背
後

に
隠
れ
た
ま
ま
で
あ
り
︑
ま
っ
た
く
現
れ
ず
意
識
さ
れ
ず
︑
無
意
識
的
な
ま
ま
な

の
だ
ろ
う
か
︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
﹄
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑

そ
う
し
た
時
間
構
成
す
る
作
用
そ
れ
自
体
が
︑
お
の
れ
が
構
成
す
る
内
在
的
時
間

の
う
ち
に
現
出
し
て
き
て
し
ま
う
︑
と
述
べ
て
い
た
︒
時
間
の
う
ち
に
あ
ら
ぬ
も

の
が
時
間
の
う
ち
に
現
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
構
成
す
る
も
の
が
︑
構
成
さ

れ
た
も
の
の
よ
う
に
自
己
現
出
す
る
︒

時
間
構
成
す
る
作
用
は
︑
そ
の
作
用
自
身
の
構
造
︵
原
印
象
︑
把
持
︑
予
持
︶
か

ら
時
間
を
構
成
す
る
︒
構
成
さ
れ
る
時
間
は
︑
時
間
構
成
す
る
作
用
の
派
生
的
な

﹁
う
つ
し
﹂
で
あ
る
︒
時
間
の
順
序
系
列
は
時
間
意
識
の
構
造
の
う
つ
し
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
そ
の
作
用
そ
れ
自
体
は
︑
そ
の
構
成
に
立
ち
あ
い
つ
づ
け
・
立
ち

と
ど
ま
り
つ
づ
け
な
が
ら
︑
お
の
れ
が
構
成
す
る
内
在
的
時
間
の
な
か
に
自
己
現

出
し
て
︑
自
己
自
身
を
綜
合
・
共
同
化
す
る
︒
自
己
共
同
化
に
よ
っ
て
自
我

︵﹁
私
﹂︶
が
成
立
す
る
︒
か
く
し
て
︑
自
己
現
出
す
る
時
間
構
成
的
な
作
用
は
︑

時
間
構
成
的
な
自
我
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
純
粋
自
我
の
よ
う
な

も
の
︑
超
越
論
的
自
我
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︵
こ
の
面
に
限
定
す
れ
ば
︑
時

間
構
成
す
る
自
我
に
と
っ
て
は
時
間
の
な
か
で
自
己
の
﹁
死
﹂
を
﹁
直
観
す
る
﹂
こ
と
は

背
理
と
な
り
︑
そ
の
意
味
で
そ
の
自
我
は
不
死
に
な
る
︒
さ
ら
に
ま
た
︑
先
に
も
示
唆
し

た
よ
う
に
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
︑
自
我
が
他
者
と
の
関
係
の
な
か
に
あ
る(

)
と
い
う
こ
と

90

も
同
様
に
重
要
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
脇
に
置
く
︶
︒
こ
れ
が
時
間
の
な
か
に
た
え
ず

自
己
現
出
し
︑
た
え
ず
生
き
生
き
し
た
現
在
か
ら
流
れ
出
し
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も

﹁
立
ち
と
ど
ま
っ
て
﹂
い
る
︒
要
す
る
に
︑
流
れ
つ
つ
立
ち
と
ど
ま
る
︒

こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
︵
カ
ン
ト
に
お
け
る
時
間
と
自
我
の

同
一
性
の
︶
解
釈
に
あ
る
程
度
重
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
時
間
構
成
す
る

作
用
の
自
己
構
成
お
よ
び
自
我
の
自
己
構
成
の
動
的
構
造
を
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
カ

ン
ト
の
な
か
に
読
み
取
ろ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
を
確
認
し
て
み
た

い
︒ハ

イ
デ
ガ
ー
は
︑﹁
カ
ン
ト
は
﹇
⁝
⁝
﹈
空
間
と
時
間
は
対
象
に
つ
い
て
の
表

象
の
概
念
を
﹁
つ
ね
に
触
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
﹂
と
︵
言

い
か
え
つ
つ
︶
記
し
て(

)
︑
こ
の
文
言
を
解
釈
す
る
︒﹁
対
象
に
つ
い
て
の
表
象
の
概

91

念
﹂
と
は
︑︿︵
ノ
エ
シ
ス
的
な
︶
表
象
作
用
そ
れ
自
体
の
一
般
的
特
徴
﹀
の
こ
と

を

言

う
︒
そ

の

特

徴

と

は
﹁
⁝

を

対

立

化

さ

せ

る

こ

と

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

二
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︹
E
ntgegenstehenlassen
von
⁝
︺﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
た
と
え
ば
﹁
対
象

︵
G
egenstand
︶
﹂
を
﹁
前
に
立
て
る
＝
表
象
す
る
︵
V
orstellen
︶
﹂
や
﹁
用
象

︵
B
estand
︶
﹂
を
﹁
用
立
て
る
︵
B
estellen
︶
﹂︑
さ
ら
に
は
制
作
物
を
﹁
打
ち
立
て

る
＝
制
作
す
る
︵
H
erstellen
︶
﹂
と
い
っ
た
作
用
と
無
関
係
で
な
い
だ
ろ
う(

)
︒
こ

92

う
し
た
特
徴
を
も
っ
た
作
用
そ
れ
自
体
が
触
発
さ
れ
る
︑
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
解
す

る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
作
用
そ
れ
自
体
は
何
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
の
か
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
答
え
は
︑
時
間
に
よ
っ
て
︑
で
あ
る
︒
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
い
く
つ
か
の
解
釈

が
可
能
で
あ
ろ
う
が
︑
本
稿
は
以
下
の
よ
う
に
解
す
る
︒
時
間
全
体
は
︑
そ
も
そ

も
︑
そ
れ
を
立
て
る
作
用
︵
対
立
化
さ
せ
る
作
用
︶
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
こ
の
作
用
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
時
間
そ
れ
自
体
が
︑
そ
の
作
用

を
触
発
す
る
︒
こ
れ
は
︑
立
て
ら
れ
た
も
の
か
ら
︑
立
て
る
も
の
へ
還
帰
・
再
帰

す
る
運
動
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
時
間
化
す
る
時
間
が
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ

た
時
間
を
鏡
に
し
て
︑
還
帰
・
再
帰
す
る
運
動
で
あ
る
︒
時
間
化
す
る
時
間
が
こ

の
こ
と
︵
自
己
触
発
︶
に
よ
っ
て
自
己
自
身
に
再
帰
し
て
︑
自
己
自
身
を
現
出
さ

せ
る
︒
時
間
化
作
用
は
︑︵
お
の
れ
の
構
造
を
派
生
的
に
う
つ
す
仕
方
で
︶
時
間
化
さ

れ
た
時
間
を
鏡
に
し
て
︑
自
己
自
身
に
本
来
的
に
再
帰
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
は

ま
た
︑﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
お
け
る
現
存
在
︵
こ
こ
で
は
自
我
と
重
な
る
︶
自
身
の

運
動
と
同
じ
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
自
我
は
︑︵
お
の
れ
の
構
造
を
派
生
的
に
う
つ

す
仕
方
で
成
立
し
た
︶
自
己
を
鏡
に
し
て
︑
自
己
自
身
に
本
来
的
に
再
帰
す
る
︒

と
す
れ
ば
︑
両
者
︵
時
間
と
自
我
︶
は
︑
こ
の
運
動
構
造
に
お
い
て
同
じ
述
語
規

定
︵
本
質
述
語
︶
を
も
つ
も
の
︑
同
じ
も
の
で
あ
る
︒

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
説
明
に
補
足
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
記
の
解
釈
を
補
強
し

よ
う
︒
た
だ
︑
あ
ら
か
じ
め
次
の
よ
う
に
捉
え
て
お
く
と
︵
と
は
い
っ
て
も
す
で

に
示
唆
し
て
お
い
た
が
︶
︑
理
解
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
自
然

︵
natura︶
に
は
能
動
的
な
能
産
的
自
然
︵
natura
naturans︶
と
受
動
的
な
所
産

的
自
然
︵
natura
naturata︶
が
区
別
さ
れ
る
と
と
も
に
両
面
は
一
体
で
あ
る
の

と
同
様
に
︑︵
筆
者
流
の
造
語
で
表
現
す
れ
ば(

)
︶
時
間
︵
tem
pus︶
に
も
能
動
的
な

93

能
産
的
時
間
︵
tem
pus
tem
poralisans：
時
間
化
す
る
時
間
︶
と
受
動
的
な
所
産
的

時
間
︵
tem
pus
tem
poralisatus：
時
間
化
さ
れ
る
時
間
︶
が
区
別
さ
れ
る
と
と
も

に
両
面
は
一
体
で
あ
る
︑
と
い
う
よ
う
に
︑
で
あ
る
︒
時
間
は
こ
の
両
面
か
ら
成

り
立
つ
の
で
あ
る(

)
︒
94

以
下
の
箇
所
を
︑
右
の
捉
え
方
で
補
っ
て
引
用
し
て
み
た
い
︒﹁
時
間
︹
＝

tem
pus︺
は
︑
時
間
︹
＝
能
産
的
時
間
＝
時
間
化
す
る
時
間
＝
時
間
化
作
用
：

tem
pus
tem
poralisans︺
が
そ
れ
自
身
か
ら
継
起
の
光
景
︹
＝
所
産
的
時
間
＝

時
間
化
さ
れ
る
時
間
＝
時
間
野
全
体
：
tem
pus
tem
poralisatus︺
を
前
も
っ

て
形
成
し
︑
そ
し
て
そ
の
光
景
そ
の
も
の
を
形
成
的
受
容
と
し
て
自
己
に
関
係
さ

せ
る
と
い
う
仕
方
で
の
み
純
粋
直
観
で
あ
る
︒
こ
の
純
粋
直
観
は
︑
そ
の
中
で
形

成
さ
れ
た
直
観
さ
れ
た
も
の
︹
＝
所
産
的
時
間
＝
時
間
化
さ
れ
る
時
間
＝
時
間
野

全
体
︺
と
と
も
に
自
己
自
身
に
関
係
す
る
が
︑
し
か
し
︑
そ
れ
は
経
験
の
援
助
な

し
に
︹
＝
経
験
︿
以
前
﹀
に
︺
関
係
す
る
︒
時
間
は
そ
の
本
質
上
時
間
自
身
の
純

粋
触
発
で
あ
る
︒
い
や
そ
れ
以
上
に
︑
時
間
は
ま
さ
に
︑
一
般
に
﹁
自
己
か
ら
出

て
⁝
⁝
を
目
指
す
﹂
と
い
う
よ
う
な
或
る
も
の
︹
＝
能
産
的
時
間
＝
時
間
化
す
る

時
間
＝
時
間
化
作
用
︺
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
る
目
指
さ
れ
た
も
の
︹
＝
所
産
的
時
間
＝
時
間
化
さ
れ
る
時
間
＝
時
間

野
全
体
＝
自
我
︺
が
︑
前
述
の
⁝
⁝
を
目
指
す
も
の
︹
＝
能
産
的
時
間
＝
時
間
化

す
る
時
間
＝
時
間
化
作
用
＝
自
我
︺
を
立
ち
戻
っ
て
見
て
し
か
も
そ
の
中
に
入
り

込
ん
で
ゆ
く
と
い
う
形
で
形
成
す
る
の
で
あ
る
︒(

)﹂
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

95

論
じ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
の
う
え
で
︑
彼
は
言
う
︒﹁
カ
ン
ト
は
︑
そ
の
形
而
上
学
の
根
拠
づ
け
に
際

し
て
は
じ
め
て
時
間
を
そ
の
都
度
そ
れ
自
身
で
︑﹁
私
は
考
え
る
﹂
を
も
ま
た
そ

の
都
度
そ
れ
自
身
で
徹
底
し
て
超
越
論
的
に
解
釈
し
た
が
︑
そ
の
徹
底
性
を
も
っ
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て
両
者
を
そ
れ
ら
の
根
源
的
自
同
性
の
中
へ
の
統
合
し
た
︱
︱
む
ろ
ん
こ
の
自
同

性
そ
の
も
の
自
身
を
明
示
的
に
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︒(

)﹂
さ
ら
に
︑
念
を

96

押
す
よ
う
に
︑﹁
常
住
不
変
の
私
﹂
は
︑﹁
心
的
実
体
﹂
な
ど
で
は
な
く
︑﹁
た
だ

た
ん
に
⁝
⁝
に
向
か
う
と
い
う
関
係
だ
け
で
な
く
︑
⁝
⁝
の
中
に
立
ち
戻
る
と
い

う
相
関
関
係(

)
﹂
で
あ
る
︑
と
言
う
︒
こ
れ
は
右
の
時
間
の
動
的
構
造
と
同
型
で
あ

97

る
︒
超
越
し
て
再
帰
す
る
と
い
う
二
重
性
か
ら
︑
時
間
化
作
用
と
自
我
︵﹁
私
﹂︶

は
同
じ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
こ
の
両
面
的
な
﹁
時
間
﹂
が
﹁
私
﹂
に
重
な
る
と
解
釈
さ

れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︑﹁
時
間
と
﹁
私
は
考
え
る
﹂
は
﹇
⁝
⁝
﹈

同
一
の
も
の
で
あ
る(

)
﹂︑﹁
自
己
は
ま
さ
し
く
そ
の
も
っ
と
も
内
的
な
本
質
に
お
い

98

て
根
源
的
に
時
間
自
身
で
あ
る
﹇
⁝
⁝
﹈(

)﹂
と
言
う
︒

99

以
上
に
よ
っ
て
﹁
私
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
自
己
﹂︶
の
成
立
も
説
明
さ
れ
た
︒
右
の

よ
う
な
超
越
と
再
帰
︵
現
出
︶
の
運
動
こ
そ
が
は
じ
め
て
﹁
自
己
﹂︵
あ
る
い
は

﹁
私
﹂︶
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
自
己
が
立
ち
と
ど
ま
る
た
め
に
は
︑
運

動
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
し
︑
あ
る
い
は
む
し

ろ
︑
立
ち
と
ど
ま
る
こ
と
と
運
動
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
自
己
を

成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︵
経
験
︿
以
前
﹀
の
︶
超
越
論
的
統
覚
の
自
我

の
成
立
が
見
ら
れ
る
︒

＊

さ
て
︑
時
間
は
感
官
・
感
性
・
直
観
に
属
す
る
わ
け
だ
が
︑
こ
の
よ
う
な
動
的

性
格
あ
る
い
は
広
義
の
綜
合
的
︵
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
言
え
ば
共
同
化
的
︶
な
機
能
を

も
つ
︒
そ
れ
は
な
ぜ
か
︒
そ
れ
は
︑
そ
も
そ
も
時
間
が
︑
よ
り
根
源
的
な
︑
よ
り

超
越
論
的
な
構
想
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
︒
少
な
く
と
も
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
︑
こ
う
し
た
時
間
と
自
我
が
︑
根
源
的
時
間
で
も
あ
る
﹁
よ
り
根
源

的
﹂
な
構
想
力
︱
︱
こ
れ
は
根
源
的
時
間
す
な
わ
ち
発﹅

現﹅

し﹅

て﹅

く﹅

る﹅

時
間
で
あ

り
︑
い
わ
ば
︑﹁
根
源
﹂
と
い
う
語
そ
れ
自
体
の
﹁
よ
り
根
源
的
﹂
な
語
義
と
し

て
の
﹁
発
現
的
﹂
の
語
義
に
お
け
る
︑﹁
よ
り
根
源
的
﹂
な
時
間
で
あ
る
︱
︱
に

由
来
す
る
と
み
な
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
カ
ン
ト
は
﹁
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
︑
す
べ
て
の
認
識
の
根
底
に

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
あ
る
人
間
の
魂
の
根
本
能
力
︹
G
rundverm
ögen
︺
と
し
て
︑

純
粋
構
想
力
を
も
っ
て
い
る
︒
こ
の
構
想
力
を
介
し
て
︹
verm
ittelst︺
私
た
ち

は
︑
一
方
で
は
直
観
の
多
様
な
も
の
を
結
合
し
︑
つ
い
で
他
方
で
は
こ
の
多
様
な

も
の
を
純
粋
統
覚
の
必
然
的
統
一
と
い
う
条
件
と
結
合
す
る
︒
二
つ
の
両
極
端
︑

す
な
わ
ち
︑
感
性
と
悟
性
と
は
︑
構
想
力
の
こ
の
超
越
論
的
機
能
を
介
し
て

︹
verm
ittelst︺
必
然
的
に
脈
絡
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒(

)﹂
と
も
言
う

100

が
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︑
こ
の
﹁
根
本
能
力
﹂
と
し
て
の
﹁
純
粋
構
想
力
﹂
を
︑
感

性
と
悟
性
の
﹁
あ
い
だ
﹂
で
働
く
も
の
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
︑
感
性
と
悟
性
の

共
通
の
根
と
し
て
両
者
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た(

)
︒
そ
こ
か

101

ら
し
て
︑﹁﹇
⁝
⁝
﹈
超
越
論
的
構
想
力
と
い
う
外
見
的
に
は
た
ん
に
媒
介
的
中
間

能
力
に
す
ぎ
ぬ
と
見
え
る
も
の
は
︑
根
源
的
時
間
に
他
な
ら
ぬ
︒(

)﹂︒
さ
ら
に
︑
こ

102

の
超
越
論
的
構
想
力
＝
根
源
的
時
間
︵
＝
時
間
化
作
用
︶
は
︑
離
脱
的
か
つ
還
帰

的
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
自
我
も
ま
た
同
様
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
時

間
と
自
我
を
同
一
視
す
る
︒
こ
れ
は
ま
た
︑
超
越
論
的
統
覚
も
超
越
論
的
構
想
力

に
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
解
釈
に
沿
う
な
ら
ば
︑
カ
ン

ト
の
哲
学
は
︑
少
な
く
と
も
超
越
論
的
構
想
力
＝
根
源
的
時
間
に
迫
っ
て
い
た

﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
第
一
版
に
お
い
て
は
︑
第
二
版
よ
り
も
﹁
よ
り
超
越
論
的
﹂

な
哲
学
で
も
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
︒

七
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
の
解
釈

さ
て
︑
こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
そ
れ
自
体
を
よ
り
深
く
解
釈
し

て
み
よ
う
︒
時
間
︵
時
間
化
作
用
︶
と
同
一
で
あ
る
自
我
そ
れ
自
身
の
同
一
性
は
︑

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学
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ど
う
い
う
同
一
性
な
の
だ
ろ
う
か
︒
離
脱
と
再
帰
の
運
動
で
あ
る
か
ぎ
り
︑
そ
の

自
我
の
同
一
性
は
た
と
え
ば
﹁
心
的
実
体
﹂
の
同
一
性
で
は
な
い
︒
そ
の
同
一
性

は
︑︵
未
知
な
る
︶
よ
り
根
源
的
な
構
想
力
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
︑
ひ
ょ
っ
と

す
る
と
︿
隠
れ
る
﹀
も
の
を
も
ち
︑
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︑
カ
ン
ト
の
﹃
人
間
学
﹄
な
ど
を
迂
路
と
し
て
︑
そ
れ
に
迫
る
道

を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
し
て
そ
れ
は
︑
人
間
あ
る
い
は
理
性
の
﹁
有
限
性
﹂
と
も
関
わ
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る(

)
︒
本
稿
で
は
示
さ
な
か
っ
た
が
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︑
こ
の
よ
う
な

103

作
用
の
離
脱
・
再
帰
運
動
の
な
か
に
自
己
自
身
を
︵
生
産
す
る
と
い
う
だ
け
で
な

く
︶
受
容
す
る
︱
︱
時
間
を
含
む
感
官
は
受
容
的
で
あ
っ
た
︱
︱
と
い
う
二
重
の

契
機
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
︑
有
限
性
を
読
み
取
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
お

そ
ら
く
糸
口
に
す
ぎ
ず
︑
有
限
性
に
関
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹃
存
在
と
時
間
﹄
に

お

け

る

死

の

分

析

︱
︱

死

は
﹁
終

わ

り
︵
E
nde︶
﹂
と

し

て
﹁
有

限

性

︵
E
ndlichkeit︶(

)﹂
を
示
す
︱
︱
を
こ
こ
で
考
慮
に
入
れ
て
い
る
︒

104

と
い
っ
て
も
︑﹃
カ
ン
ト
書
﹄
で
は
死
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
︑
と
言
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
︒
語
と
し
て
は
そ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
実
存
︵
E
xistenz︶
﹂

が
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
実
存
﹂
は
﹁
脱
存
﹂
と
も
訳
さ
れ
る
が
︑
有
限
性
を

軸
に
し
て
訳
せ
ば
﹁
生
存
﹂
で
も
あ
る
︒﹃
カ
ン
ト
書
﹄
で
は
人
間
が
問
題
に
さ

れ
て
い
る
が
︑
人
間
は
︑
人
間
自
身
で
な
い
も
の
に
よ
っ
て
﹁
あ
る
﹂
よ
う
な
存

在
者
で
あ
る
︒
人
間
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
﹁
現
存
在
︵
D
asein
︶
﹂
で
も
あ
り
︑

そ
れ
は
ま
た
﹁
あ
る
︵
sein
︶
﹂︵
存
在
︶
が
そ
こ
に
﹁
現
︵
D
a︶
﹂
わ
れ
る
か
ら
で

も
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
の
文
脈
で
の
﹁
現
存
在
﹂
は
﹁
実
存
﹂
＝
﹁
生
存
﹂

を
も
意
味
す
る
︒
人
間
は
︑
お
の
れ
自
身
で
﹁
あ
る
﹂
の
で
は
な
く
︑︵
と
り
わ

け
自
然
的
・
自
然
学
的
・
形
而
上
学
的
な
︶﹁
あ
る
﹂︵
存
在
︶
の
動
詞
的
な
運
動
の

な
か
に
巻
き
込
ま
れ
て
︑
現
存
在
と
し
て
生
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
か
ら

死
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
運
命
︵
Schicksal︶
を
送
ら
れ
て
︵
schicken
さ
れ
て
︶

有
限
的
に
﹁
あ
る
﹂︒
こ
の
意
味
で
︑
こ
こ
で
は
実
存
︑
現
存
在
の
語
が
︑
有
限

性
を
示
し
て
い
る
︱
︱
こ
の
場
合
︑
死
を
送
っ
て
く
る
も
の
は
︑
人
間
と
︵
切
り

離
さ
れ
ず
近
い
と
し
て
も
︶
完
全
に
は
重
な
ら
ず
︑
む
し
ろ
人
間
よ
り
根
源
的
で
あ

ろ
う(

)
︒

105し
か
も
︑
そ
の
こ
と
を
人
間
・
自
我
が
︵
そ
の
運
動
の
な
か
で
stehen
し
つ
つ
︶

﹁
理
解
︵
verstehen
︶
﹂(

)︶
す
る
た
め
に
は
︑
お
そ
ら
く
二
重
の
運
動
が
必
要
に
な

106

る
︒
ひ
と
つ
に
は
︑
非
本
来
的
・
非
固
有
的
・
非
自
己
的
︵
uneigentlich
︶
な
自

己
へ
と
い
わ
ば
あ
ら
か
じ
め
離
脱
し
た
自
己
が
︑
死
へ
と
関
わ
る
存
在
︑
有
限
な

存
在
と
し
て
︑
自
分
自
身
の
︵
eigen
な
︶
自
己
に
再
帰
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て

本
来
化
・
固
有
化
・
自
己
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
が

﹃
存
在
と
時
間
﹄
で
は
重
視
さ
れ
て
い
る
︒﹃
カ
ン
ト
書
﹄
に
お
い
て
こ
れ
と
同
様

の
運
動
を
カ
ン
ト
か
ら
読
み
取
る
た
め
に
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︑
時
間
化
さ
れ
た
時

間
か
ら
︑
時
間
化
す
る
時
間
に
再
帰
す
る
と
い
う
運
動
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
︒
こ
れ
が
お
そ
ら
く
﹁
再
確
認
の
綜
合
﹂
の
独
特
の
解
釈
と
つ
な
が
っ
て
い

る
︒
ま
ず
は
︑︵
時
間
化
す
る
時
間
に
よ
っ
て
︶
現
在
︑
過
去
︑
未
来
か
ら
成
る
時

間
化
さ
れ
た
時
間
が
成
立
し
︑
そ
こ
か
ら
自
己
触
発
的
に
︑︵
時
間
化
す
る
時
間

が
︶
自
己
に
再
帰
し
て
こ
そ
︑
時
間
が
成
立
す
る
︒
こ
う
し
た
時
間
︵
時
間
化
︶

の
再
帰
運
動
全
体
・
自
己
現
出
運
動
の
全
体
が
﹁
私
﹂
と
重
ね
ら
れ
た
︱
︱
こ
れ

は
︑﹁
私
﹂
も
非
本
来
的
に
自
己
化
さ
れ
た
自
己
か
ら
自
己
化
す
る
自
己
へ
再
帰

す
る
再
帰
運
動
全
体
・
自
己
現
出
運
動
全
体
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
し
か

し
︑
自
己
の
本
来
化
は
︑
未
来
の
死
に
よ
っ
て
非
本
来
的
な
自
己
が
再
帰
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
︒
こ
れ
を
考
え
る
と
︑﹁
再
確
認
の
綜
合
﹂
に
お
い
て

︵
時
間
の
な
か
で
も
︶﹁
未
来
﹂
の
時
熟
・
時
間
化
が
特﹅

別﹅

扱﹅

い﹅

さ
れ
た
の
は
︑
未

来
の
死
が
現
れ
て
く
る
こ
と
・
迫
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
有
限
的
な
︑
人
間

的
実
存
＝
生
存
︑
人
間
的
現
存
在
の
本
来
化
す
る
再
帰
運
動
が
可
能
に
な
る
と
い

う
こ
と
と
対
応
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒

三
二

332



他
方
︑
こ
れ
ま
で
参
照
し
て
き
た
﹃
カ
ン
ト
書
﹄
︱
︱
厳
密
に
は
﹃
カ
ン
ト
と

形﹅

而﹅

上﹅

学﹅

の
問
題
﹄
︱
︱
で
は
︑
こ
う
し
た
人
間
︵
現
存
在
︶
の
再
帰
運
動
を
越

え
て
︑
も
う
ひ
と
つ
の
再
帰
運
動
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
︑
カ
ン
ト
は
人
間
的
主
観
性
の
根
底
に
構
想
力
を
見
た
が
︑
そ
こ
か
ら

﹁
退
避
﹂
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
明
を
引
こ
う
︒﹁
し
か
し
カ

ン
ト
は
超
越
論
的
構
想
力
の
よ
り
根
源
的
な
解
釈
を
遂
行
し
な
か
っ
た
︒
い
や
︑

彼
自
身
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
分
析
へ
の
明
瞭
な
予
備
的

指
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
け
っ
し
て
そ
の
解
釈
に
着
手
さ
え
し
な
か
っ
た
︒
そ
の

反
対
に
︑
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
不
可
知
な
根
か
ら
退
避
し
て
い
る
︒(

)﹂
そ
し
て
︑

107

﹁
も
し
純
粋
理
性
が
超
越
論
的
構
想
力
へ
と
急
転
す
る
と
す
れ
ば
︑﹁
純
粋
理
性
批

判
﹂
か
ら
は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
主
題
が
奪
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
の

よ
う
な
根
拠
づ
け
は
︑
一
つ
の
深
渕
の
前
へ
と
導
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

﹇
⁝
⁝
﹈
彼
は
不
可
知
な
も
の
を
見
た
の
で
あ
る
︒
彼
は
退
避
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
︒﹇
⁝
⁝
﹈
こ
の
よ
う
に
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
純
粋
理
性
の
問
題
性
は
構

想
力
一
般
を
押
し
除
け
︑
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
本
当
に
そ
の
超

越
論
的
本
質
を
蔽
い
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒(

)﹂
108

一
見
す
る
と
︑
こ
の
﹁
退
避
﹂
と
い
う
こ
と
で
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
カ
ン
ト
を
単﹅

純﹅

に﹅

︵﹁
よ
り
根
源
的
な
も
の
﹂
に
﹁
突
進
す
る(

)
﹂
と
い
う
︑
な
す
べ
き
こ
と
を
﹁
未

109

遂
﹂
に
し
た
ま
ま
い
わ
ば
敵
前
逃
亡
し
た
と
︶
非
難
︵
vorw
erfen
︶
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が(

)
︑
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
ハ
イ
デ

110

ガ
ー
は
そ
れ
を
カ
ン
ト
の
﹁
本
来
的
成
果
﹂
だ
と
見
て
い
る
︒﹁
こ
の
退
避
も
ま

た
成
果
に
属
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒(

)﹂﹁
い
ま
や
は
じ
め
て
次
の
こ
と
が
示
さ

111

れ
る
︒
つ
ま
り
カ
ン
ト
の
︑
彼
自
身
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
根
拠
︑
超
越
論
的
構

想
力
か
ら
の
退
避
は
︑
︱
︱
純
粋
理
性
の
救
済
︑
す
な
わ
ち
固
有
の
地
盤
の
確
保

を
意
図
し
て
︱
︱
地
盤
の
陥
没
お
よ
び
そ
れ
と
共
に
形
而
上
学
の
深
淵
を
顕
わ
に

す
る
と
こ
ろ
の
哲
学
す
る
こ
と
の
あ
の
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒(

)﹂
こ

112

こ

で

ハ

イ

デ

ガ
ー

の

言

い

た

い

こ

と

は
︑
お

そ

ら

く
﹁
退

避

す

る

︵
zurückw
eichen
︶
﹂
と
い
う
︑
何
度
も
使
わ
れ
る
語
︵
こ
と
ば
︶
自
体
に
暗
示
さ

れ

て

い

る
︒
こ

れ

を

︱
︱

本

稿

冒

頭

で

示

し

た

︱
︱
﹁
遡

り

示

す

︵
zurückw
eisen
︶
﹂
と
い
う
語
と
結
び
つ
け
て
み
た
い
︒
派
生
的
な
も
の
は
根
源

的
な
も
の
を
遡
り
示
す
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
カ
ン
ト
の
﹁
形
而
上
学
﹂
を
重
視
し
て

い
た
が
︑﹁
形
而
上
学
﹂
は
︑
元
来
︑
自
然
学
と
の
連
関
の
な
か
で
︑
自
然
的
な

﹁
あ
る
﹂
そ
れ
自
体
を
︵
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
に
は
︑
人
間
が
そ
の
﹁
あ
る
﹂
と
い
う
運
動

そ
の
も
の
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
︶
思
索
す
る
も
の
で
あ
る
︒
カ
ン
ト
は
︑
人
間
的

主
観
性
の
内
部
で
認
識
を
︵
そ
の
根
源
か
ら
︶
根
拠
づ
け
る
形
而
上
学
を
求
め
た
︒

人
間
的
主
観
性
の
側
か
ら
求
め
ら
れ
た
超
越
論
的
な
構
想
力
は
︑︵
自
然
の
︑
か
た

ち
・
つ
く
る
作
用
で
も
あ
る
︶﹁
あ
る
﹂
を
遡
り
示
し
て
︵
zurückw
eisen
︶
い
る
︒

し
か
し
︑
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
前
に
し
て
︵
人
間
の
ほ
う
に
︶
zurückw
eichen
し

た
︒
も
う
ひ
と
つ
付
け
加
え
れ
ば
︑
さ
ら
に
︑
カ
ン
ト
は
︵
周
知
の
三
つ
の
問
い(

)
113

の
最
後
に
︶﹁
人
間
と
は
何
で
あ﹅

る﹅

か
﹂
と
い
う
問
い
を
立
て
た
が
︑
こ
れ
も

﹁
あ
る
﹂
︱
︱
よ
り
根
源
的
に
は
や
は
り
自
然
的
な
﹁
あ
る
﹂
︱
︱
を
遡
り
示
し

て
︵
zurückw
eisen
︶
お
り
︑
カ
ン
ト
は
そ
れ
に
﹁
応
答
﹂
し
て
根
拠
・
根
源
と

し
て
の
﹁
あ
る
﹂
に
還
帰
し
よ
う
と
し
た
は
ず
な
の
に
︑
そ
れ
で
も
そ
れ
を
完
遂

せ
ず
︑
む
し
ろ
そ
れ
を
前
に
し
て
zurückw
eichen
し
た
︵
こ
の
行
為
も
ま
た
そ

れ
な
り
の
﹁
応
答
﹂
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︶
︒
し
か
し
︑
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
カ
ン
ト

の
﹁
根
拠
づ
け
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と(

)
﹂
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
注
目
す
る
の

114

で
あ
る
︒

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
︑
遡
り
示
し
に
し
た
が
っ
て
︑
よ
り
根
源
的
な
﹁
あ

る
﹂
に
再
帰
・
還
帰
す
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
を
ふ
た
た
び
／
あ
ら
た
に
取
り
戻

す
こ
と
︵﹁
あ
る
﹂
の
運
動
の
内
部
で
﹁
ふ
さ
わ
し
く
応
答
し
て
︵
entsprechend
︶﹂

哲
学
す
る
こ
と
︑
こ
れ
が
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
カ
ン
ト
に
読
み
取
る
﹁
形
而
上
学
の
形
而
上

学
﹂
に
も
つ
な
が
る
︶
が
最
終
的
な
狙
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
う
見
る
と
︑
カ

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

三
三
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ン
ト
の
﹁
本
来
的
成
果
﹂
で
あ
る
行
為
︵
zurückw
eichen
す
る
こ﹅

と﹅

︶
を
こ﹅

と﹅

さ﹅

ら﹅

に
zu
rü
ckw
eichen
と
い
う
︵
zurück
を
含
む
︶
こ﹅

と﹅

ば﹅

に
か
た
ち
-つ
く
り
︑

そ
れ
を
何
度
も
反
復
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
行
為
は
︑
そ
れ
自
体
が
︑
zu
rü
ck

の
運
動
を
よ
り
明
示
的
に
際
立
て
て
︑
非
本
来
的
な
zurück
か
ら
よ
り
本
来
的

な
根
拠
・
根
源
を
よ
り
明
示
的
に
zu
rü
ckw
eisen
し
︵
た
だ
し
︑
よ
り
非
本
来
的

な
も
の
を
介
し
て
し
か
よ
り
本
来
的
な
も
の
を
遡
り
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
︶
︑
か
く
し

て
︑
人
間
に
︑
そ
れ
に
立
ち
戻
る
よ﹅

り﹅

本﹅

来﹅

的﹅

な﹅

zu
rü
ck
の
運
動
を
︵
差
異
を

再
-生
産
し
つ
つ
も
︶
取
り
戻
し
・
反
復
す
る
よ
う
に
︱
︱
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お

控
え
目
zurückhaltend
に
︱
︱
促
す
も
の
な
の
で
は
な
い
か(

)
︒

115

い
や
︑
こ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
︵
そ
の
当
時
を
﹁
原

点
﹂
と
し
て
見
る
と
︶﹁
未
来
﹂
の
﹁
転
向
︵
K
ehre︶
﹂
︱
︱
あ
る
い
は
﹁
歩
み
戻

り
︵
Schritt
zurück
︶
﹂
︱
︱
を
い
わ
ば
vorw
eisen

(

)
あ
る
い
は
rekognoszieren

116

す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
人
間
が
そ
の
指
し
示
し
に
し
た
が
っ

て
︑
人
間
に
ふ
さ
わ
し
く
そ
の
根
源
︵
あ
る
い
は
よ
り
超
越
論
的
な
も
の
と
呼
ん
で

よ
か
ろ
う
︶
に
歩
み
戻
る
と
き
︑
む
し
ろ
︑
そ
の
根
源
が
︵
自
己
を
隠
し
つ
つ
︶
発

現
す
る
運
動
が
ふ
た
た
び
／
あ
ら
た
に
生
起
す
る(

)
︵
は
ず
？
︶
で
あ
る(

)
︒
い
や
︑

117

118

筆
者
と
し
て
は
︑
こ
こ
に
﹁
あ
う
﹂
の
生
起
が
見
ら
れ
る
と
思
う
の
だ
が
︒

終
わ
り
︵
の
未
遂
︶
に

本
稿
は
︑
論
題
で
暗
示
し
た
よ
う
に
︑
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学
の
可
能
性
を
問

う
た
︒
こ
の
問
い
は
︑
純
粋
に
自
発
的
に
︵
あ
る
い
は
純
粋
に
恣
意
的
に
︶
立
て
ら

れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
い
や
︑
退
職
記
念
論
集
を
機
縁
と
し
た
と
言
い
た
い
の
で

は
な
い
︒
ま
ず
も
っ
て
事
象
そ
れ
自
体
が
な
に
か
︵
隠
れ
た
事
象
を
︶
遡
り
示
す
︒

問
い
は
︑
そ
れ
自
体
が
﹁
応
答
﹂
の
運
動
の
な
か
に
あ
り
︑
事
象
に
よ
っ
て
い
わ

ば
受
動
的
に
触
発
さ
れ
て
こ
そ
発
動
す
る
の
で
あ
る
︒
本
稿
も
ま
さ
に
そ
う
で
あ

り
︑
こ
の
こ
と
が
本
稿
の
い
わ
ば
隠
れ
た
前
提
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
本
稿
は
そ
の

事
象
と
し
て
の
︑
よ
り
超
越
論
的
な
事
象
に
向
か
う
／
戻
る
こ
と
を
試
み
た
の
だ

が
︑
そ
の
こ
と
が
こ
こ
で
︵
諸
賢
に
は
最
初
か
ら
予
確
認
・
偵
察
さ
れ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
が
︶
よ
り
明
示
的
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
こ
と
に
応
じ
て
︑
本
稿
の
目
的
は
︑
カ
ン
ト
の
哲
学
を
現
象
学
か
ら
︱
︱

す
な
わ
ち
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
介
し
て
︱
︱
解
釈
す
る
こ
と
だ
っ
た
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
一
方
で
カ
ン
ト
の
哲
学
が
︑
他
方
で
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
現
象
学
的
な
哲
学
が
︑
よ
り
明
示
的
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
こ
の
作
業
は
︑
よ
り
超
越
論
的
な
事
象
を
遡
り
示
す
こ
と
に
も
な
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
︵
じ
つ
は
︑
こ
れ
の
ほ
う
が
︑
本
稿
の
隠
れ
た
前
提
に
対
応
す
る
︶
︒

最
後
に
︑
カ
ン
ト
に
対
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
評
価
の
遍
歴
を
示
し
て
お
く
こ
と

は
﹁
再
確
認
﹂︵
い
や
︑
こ
れ
も
予
確
認
・
偵
察
な
の
か
も
し
れ
な
い
︶
の
意
味
で
興

味
深
い
だ
ろ
う
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
は
書
簡
で
書
く
︒﹁
私
は
カ
ン
ト
と
は
比
べ
も
の

に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
を
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
学
び
ま
し
た
︒
カ
ン
ト
に
対
し
て
は
︑

私
は
最
も
奥
深
い
反
感
を
い
だ
い
て
い
た
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
も
そ
も
︵
も
し

私
が
正
し
く
判
断
し
て
い
る
な
ら
ば
︶
カ
ン
ト
が
私
を
規
定
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た(

)
﹂︒
こ
れ
だ
け
読
む
と
︑
本
稿
の
︵
フ
ッ
サ
ー
ル
経
由
で
ハ
イ

119

デ
ガ
ー
的
に
読
む
︶
カ
ン
ト
解
釈
は
ほ
ぼ
的
外
れ
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
と
こ
ろ

が
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
つ
づ
け
る
︒﹁
し
か
し
な
が
ら
︑
今
で
は
︑
カ
ン

ト
は
私
に
と
っ
て
も
偉
大
な
人
物
で
あ
り
︑
そ
し
て
そ
の
格
に
お
い
て
も
ヒ
ュ
ー

ム
を
凌
駕
し
て
い
ま
す
︒(

)﹂
120

さ
ら
に
︑
新
カ
ン
ト
学
派
の
Ｅ
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
宛
書
簡
で
︑
よ
り
詳
し
く
次

の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
︒﹁
そ
し
て
ま
た
私
は
︑
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
す

べ
て
の
認
識
の
源
泉
の
領
野
を
拓
い
た
の
で
す
が
︑
こ
う
な
っ
た
と
き
に
︑
私
は

つ
ぎ
の
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
私
の
収
穫
物
と

な
り
つ
つ
あ
る
学
問
は
︑
本
質
的
に
別
様
な
方
法
に
お
い
て
︑
カ
ン
ト
的
問
題
系

三
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全
体
︵
そ
れ
は
今
や
は
じ
め
て
︑
深
く
明
確
な
意
味
を
受
け
取
っ
た
の
で
す
︶
を
包
括

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
︒
そ
し
て
︑
こ
の
学
問
は
︑
カ
ン
ト
の
主
要
な
成
果
を
︑

厳
密
に
学
問
的
な
根
拠
づ
け
と
限
定
に
お
い
て
確
証
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
︑
を

で
す
︒(

)﹂
121

フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
分
自
身
の
事
象
分
析
に
よ
っ
て
現
象
学
を
展
開
さ
せ
た
の
だ

が
︑
そ
れ
が
あ
る
程
度
完
成
し
て
き
た
と
き
に
カ
ン
ト
を
読
み
直
し
て
︑
カ
ン
ト

の
先
駆
性
／
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
見
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
そ
れ
は
︑
ケ
ル

ン
が
示
し
た
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
と
カ
ン
ト
の
研
究
︵
フ
ッ
サ
ー
ル
は
演
繹
に
お
け

る
綜
合
の
規
則
や
法
則
性
を
重
視
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
筆
者
は
ケ
ル
ン
か
ら
学
ん
だ

が
︶
で
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
筆
者
に
は
思
え
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
︑
本

稿
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
︑
綜
合
を
軸
に
し
た
哲
学
的
な
解
釈

作
業
を
経
由
す
る
こ
と
で
︑
わ
ず
か
で
あ
れ
︑
よ
り
明
示
的
に
な
っ
た
か
︑
と
も

思
わ
れ
る
︒

何
が
よ
り
明
示
的
に
な
っ
た
か
︒
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
︑
カ
ン
ト
の
哲
学
を
重
ね
つ
つ
解
釈
す
る
な
ら

ば
︑
か
た
ち
-つ
く
る
超
越
論
的
な
機
能
と
し
て
の
構
想
力
は
受
動
的
綜
合
と
︑

哲
学
的
な
内
容
に
お
い
て
重
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
機
能
は
︑
最
終
的
に
︑
よ
り

根
源
的
・
よ
り
超
越
論
的
な
か
た
ち
・
つ
く
る
機
能
と
し
て
の
自
然
に
向
か
う
／

帰
る
︑
あ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
同
時
に
︑
こ
の
解
釈
作
業
が
言
語
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
も
︵
明
示
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
︶
暗
示
さ
れ
た
と
思
う
︒
と
り
わ
け
︑
西
洋
語

で
展
開
さ
れ
た
哲
学
を
日
本
語
で
解
釈
す
る
場
合
︑
こ
の
間
言
語
的
・
間
文
化
的

な
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
︒
本
稿
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
は
三
木
清
の
作
業
は
先

駆
的
だ
っ
た
が
︑
同
様
の
問
題
は
今
も
重
要
で
あ
る
し
︑
今
後
も
そ
う
で
あ
ろ

う
︒
い
や
︑
よ
り
深
く
捉
え
る
な
ら
ば
︑
こ
の
問
題
は
︑
言
語
が
関
係
す
る
ど
ん

な
場
面
で
も
︵
す
な
わ
ち
哲
学
以
外
の
場
面
で
も
︶
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
︒本

稿
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
時
間
の
時
間
化
︵
か
た
ち
-
つ
く
る
構
想
力
の
機
能

と
も
捉
え
ら
れ
る
︶
と
い
う
現
象
は
意
識
作
用
︵
超
越
論
的
統
覚
の
自
我
の
成
立
に
関

わ
る
︶
そ
れ
自
体
の
基
底
と
し
て
の
﹁
自
然
﹂︵﹁
自
然
の
基
盤
﹂︶
に
向
か
う
／
帰

る
が
︑
こ
こ
か
ら
︑
右
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
哲
学
的
に
考
え
た
い
問
題
と

し
て
︑
こ
の
運
動
は
︑
意
識
作
用
が
﹁
身
体
﹂︵
た
だ
し
身
体
は
﹁
言
語
﹂
を
﹁
文

身
﹂
さ
れ
て
い
る
と
筆
者
は
見
る
︶
を
介
し
て
自
然
と
文
化
に
開
い
て
い
る
こ
と
と

相
即
不
離
だ
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

こ
の
開
け
の
な
か
で
﹁
私
﹂
は
自
然
に
﹁
応
答
的
﹂
で
あ
る
︒﹁
応
答
﹂
は
︑

自
我
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
︵
一
定
の
法
則
性
が
介
在
す
る
と
は
い
え
︶
不
一
致
と
︑

そ
こ
に
お
け
る
一
定
の
自
由
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
︒
そ
れ
は
大
き
く
い
え
ば
︑

自
然
か
ら
文
化
を
分
化
さ
せ
る
︒
そ
の
と
き
異
他
性
と
自
己
性
・
固
有
性
が
︑
よ

り
明
示
的
に
な
る
︒
こ
こ
に
は
︑
星
空
を
見
上
げ
る
﹁
私
﹂
を
強
化
し
て(

)
︵
共
通

122

性
と
し
て
︶
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
化
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
間
言
語
的
・
間
文
化

的
な
現
象
の
な
か
で
︿
自
己
を
画
す
／
隠
す
事
象
﹀
が
あ
る
意
味
で
逆
説
的
に
現

れ
る
と
き
に
同
時
に
自
己
を
鑑
み
る
︵
鏡
を
見
る
・
か
が
ん
で
見
る(

)
︶﹁
私
﹂
と
し

123

て
捉
え
直
す
可
能
性
も
垣
間
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
い
や
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
︑
後
者
の
ほ
う
が
前
者
︿
よ
り
以
前
﹀
に
生
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

｢応
答
﹂
は
︑
呼
ぶ
も
の
︑
指
し
示
す
も
の
に
︑
鏡
の
関
係
に
お
い
て
﹁
こ
た

う
﹂︵
こ
た
ふ
︶
こ
と
︑﹁
こ
と
-
あ
う
﹂︵
こ
と
-
あ
ふ
︶
こ
と
で
あ
る
が
︑
し
か
し

他
方
で
︑
そ
れ
は
︵
言
語
自
体
に
お
い
て
さ
え
︶
︑﹁
こ
と
あ
う
﹂
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
な
こ
と
が
ら
に
﹁
こ
と
わ
り
﹂
を
立
て
る
可
能
性
も
暗
示
し
て
い
る
︒
そ
し

て
︑
こ
の
こ
と
は
︑
間
文
化
的
な
／
に
自
他
が
﹁
で
あ
う
﹂︵
で
あ
ふ
︶
場
合
に

お
い
て
の
み
な
ら
ず
︑
内
文
化
的
な
／
に
自
他
が
﹁
で
あ
う
﹂︵
で
あ
ふ
︶
場
合

に
お
い
て
も
︵
ど
ち
ら
が
よ
り
明
示
的
か
は
別
に
し
て
︶
言
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ

う
し
た
で
あ
い
の
あ
い
だ
に
展
開
す
る
哲
学
を
筆
者
は
﹁
構
想
﹂
し
て
い
る(

)
︒

124

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学
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し
か
し
︑
そ
の
道
は
い
ま
だ
遠
い
︒
そ
の
途
上
で
は
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
北

尾
先
生
の
ご
退
職
の
機
に
︑
カ
ン
ト
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
手
掛
か
り

に
し
て
︑
哲
学
の
︵
こ
れ
は
﹁
私
﹂
の
哲
学
で
あ
る
か
︑
そ
れ
と
も
⁝
⁝
︶
展
開
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
の
一
端
を
予
確
認
・
偵
察
的
に
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

文
献
表
︵
主
要
な
も
の
の
み
︶

エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
：
H
u
sserlian
a,
M
artinus
N
ijhoff
(D
en
H
aag),
K
luw
er

A
cadem
ic
P
ublishers
(T
he
H
ague
/
B
oston
/
L
ondon).︵
H
ua
と
略
し
︑
巻
数

と
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
仕
方
で
︑
引
用
箇
所
を
示
す
︒
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
︑
そ
れ
も
示

す
︒
ま
た
︑
H
u
sserlian
a
D
oku
m
en
te
に
つ
い
て
も
同
様
に
す
る
︒︶

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
：
K
ritik
d
er
rein
en
V
ern
u
n
ft,
F
elix
M
einer
V
erlag

(H
am
burg)
1958.︵
K
rV
と
略
し
︑
第
一
版
︵
Ａ
︶︑
第
二
版
︵
Ｂ
︶
の
頁
数
を
記
す

仕
方
で
︑
引
用
箇
所
を
示
す
︒
ま
た
︑
邦
訳
は
原
佑
訳
﹃
純
粋
理
性
批
判
︵
上
︶﹄
理
想

社
︑
一
九
八
一
年
を
用
い
︑
そ
の
頁
数
を
示
す
︒︶

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
：
K
an
t
u
n
d
d
as
P
roblem

d
er
M
etaph
ysik
(1
9
2
9
),

V
ittorio
K
losterm
ann
G
m
bH
(F
rankfurt
am
M
ain)
1991.︵
G
A
3
と
略
し
︑
頁

数
を
記
す
仕
方
で
︑
引
用
箇
所
を
示
す
︒
ま
た
︑
邦
訳
は
門
脇
卓
爾
︑
ハ
ル
ト
ム
ー

ト
・
ブ
フ
ナ
ー
訳
﹃
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
﹄
創
文
社
︑
二
〇
〇
三
年
を
用
い
︑

そ
の
頁
数
を
示
す
︒︶

＊
引
用
文
中
の
﹇
⁝
⁝
﹈
は
中
略
を
示
し
︑︹

︺
は
筆
者
に
よ
る
補
足
を
示
す
︒

注(

)
こ
の
P
rädikabilien
︵
準
賓
位
語
︶
は
﹃
オ
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
﹄
の
位
置
づ
け
に

1

お
い
て
重
要
な
役
割
を
も
つ
と
い
う
近
年
の
研
究
も
あ
る
ら
し
い
︒
加
藤
泰
史
﹁﹃
オ
プ

ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
﹄
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
﹂﹃
新
・
カ
ン
ト
読
本
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑

二
〇
一
八
年
︑
二
六
〇
頁
参
照
︒

(

)
K
rV
A
81f.;B
107f.：
邦
訳
一
八
〇
頁
︒

2

し
か
し
︑
能
動
態
・
受
動
態
と
と
も
に
中
動
態
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
含
ま
れ
て
い
る
︵
こ
の
中
動
態
が
こ
れ
ま
で
誤
解
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う

の
が
︑
後
述
の
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
指
摘
で
あ
る
が
︶︒
そ
し
て
︑
も
し
古
代
ギ
リ
シ
ャ

的
な
﹁
あ
る
﹂
が
基
本
的
に
中
動
態
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
ら
︑
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
と

り
わ
け
﹁
自
然
に
よ
っ
て
あ
る
﹂
が
そ
う
だ
っ
た
ら
︑
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
ま
た
︑

能
動
態
・
受
動
態
が
﹁
技
術
に
よ
っ
て
あ
る
﹂
と
関
わ
っ
て
い
た
ら
︑
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

カ
ン
ト
は
︑
中
動
態
を
準
賓
位
語
に
入
れ
る
だ
ろ
う
か
︒

(

)
｢そ
こ
で
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
一
般
的
か
つ
恒
久
的
な
諸
条
件
の
一
覧
表
と
し
て
示
し

3

て
い
る
も
の
は
︑
あ
る
一
定
の
言
語
状
態
の
概
念
的
投
影
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒﹂︵
Ｅ
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
﹃
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
﹄
川
村
正
夫
他
訳
︑
み
す

ず
書
房
︑
一
九
八
三
年
︑
七
八
頁
︶
そ
れ
で
は
︑
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ど
う
だ
ろ

う
か
︒
カ
ン
ト
自
身
は
そ
れ
を
﹁
一
般
的
か
つ
恒
久
的
な
諸
条
件
の
一
覧
表
﹂
と
見
た

と
思
わ
れ
る
が
︑﹁
あ
る
一
定
の
言
語
状
態
の
概
念
的
投
影
﹂
で
あ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
い
や
︑
こ
の
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
的
な
問
い
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
い

が
向
け
ら
れ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒

(

)
カ
ン
ト
の
場
合
︑﹁
関
係
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
︵
こ
れ
は
時
間
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
︶
に

4

因
果
性
が
含
ま
れ
る
が
︑
後
述
の
よ
う
に
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
を
重
視
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
﹁
よ
り
大
き
い
﹂
の
よ
う
な
︵
時
間
と
は
関
係
し
な

い
︶
概
念
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
︒

(

)
比
較
級
が
面
白
い
理
由
は
︑
ひ
と
つ
の
も
の
の
絶
対
的
な
規
定
で
は
な
く
︑
そ
れ
と
他

5

の
も
の
と
の
︵
相
対
的
と
か
相
関
的
と
言
う
と
平
板
化
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
が
︶

﹁
あ
い
だ
﹂
の
規
定
だ
か
ら
で
あ
る
︒﹁
あ
い
だ
﹂
の
関
係
が
先
行
し
て
こ
そ
︑
個
々
の

も
の
の
比
較
級
的
な
規
定
が
可
能
に
な
る
︒

(

)
カ
ン
ト
の
︵
と
り
わ
け
批
判
期
の
︶
哲
学
が
﹁
批
判
的
﹂
な
の
か
﹁
超
越
論
的
﹂
な
の

6

か
︑
な
ど
の
問
題
は
脇
に
置
き
た
い
︒

(

)
H
ua
X
V
,S.587.

7(

)
カ
ン
ト
は
こ
の
語
を
批
判
的
な
意
味
で
し
か
使
わ
な
か
っ
た
ら
し
い
が
︑
フ
ッ
サ
ー
ル

8

は
︵
独
自
の
意
味
に
お
い
て
だ
が
︶
積
極
的
に
も
使
っ
て
い
た
︒

(

)
Iso
K
ern:H
u
sserlu
n
d
K
an
t–
E
in
e
U
n
tersu
ch
u
n
g
ü
ber
H
u
sserls
V
erh
ältn
is
zu

9

K
an
t
u
n
d
zu
m
N
eu
kan
tian
ism
u
s,M
artinus
N
ijhoff
(D
en
H
aag),1964,p.62ff.

(

)
思
考
の
傾
向
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は

10

ま
ち
が
い
な
い
︒
た
だ
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
﹁
現
象
学
﹂
の
﹁
語
﹂
の
由
来
と
し
て
ブ
レ

ン
タ
ー
ノ
の
﹁
記
述
的
現
象
学
﹂
が
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て

は
お
そ
ら
く
正
し
く
な
い
︒
む
し
ろ
マ
ッ
ハ
の
﹁
物
理
学
的
現
象
学
﹂
の
語
が
フ
ッ

サ
ー
ル
の
語
に
近
い
が
︑
と
は
い
え
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
心
理
学
的
で
も
物
理
学

的
で
も
な
い
﹁
超
越
論
的
﹂
現
象
学
で
あ
る
︒

(

)
マ
ッ
ハ
は
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
樹
立
に
関
わ
っ
た
エ
ー
レ
ン
フ
ェ
ル
ス
に
影
響
を

11

与
え
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
︱
︱
マ
ッ
ハ
か
ら
﹁
読
後

の
残
響
﹂
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
︱
︱
は
﹃
算
術
の
哲
学
﹄
に
お
い
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て
自
分
の
学
説
が
エ
ー
レ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
﹁
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
質
に
つ
い
て
﹂
よ
り
も
一

年
早
く
作
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
︑
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
概

念
と
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
の
関
わ
り
が
見
え
る
︒

(

)
こ
こ
で
は
︑
ス
ピ
ー
ゲ
ル
バ
ー
グ
の
著
書
か
ら
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
フ
と
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心

12

理
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
記
述
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
︒﹁
こ
と
に
シ
ュ
ト
ゥ
ン
プ
フ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
︑
主
と
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
ク
・
ケ
ー
ラ
ー
︵
W
olfgang
K
öhler︶︑

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ル
ト
ハ
イ
マ
ー
︵
M
ax
W
ertheim
er︶︑
ク
ル
ト
・
コ
フ
カ
︵
K
urt

K
offka︶
な
ど
を
通
じ
て
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
者
た
ち
の
研
究
に
︑
ク
ル
ト
・
レ

ヴ
ィ
ン
︵
K
urt
L
ew
in
︶
を
通
じ
て
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
運
動
に
︑
さ
ら
に

間
接
的
に
で
は
あ
る
が
ド
ナ
ル
ド
・
ス
ニ
ッ
グ
︵
D
onald
Snygg
︶
お
よ
び
ア
ー

サ
ー
・
Ｗ
・
コ
ー
ム
ズ
︵
A
rthur
W
.C
om
bs︶
の
新
し
い
﹃
現
象
学
的
心
理
学
﹄
な

ど

の

研

究

に

ま

で

浸

透

し

て

い

る
︒﹂︵
H
erbert
Spiegelberg,
T
h
e

P
h
en
om
en
ological
M
ovem
en
t,
M
artinus
N
ijhoff
P
ublishers
(T
he
H
ague
/

B
oston
/
L
ondon),1982,third
revised
and
enlarged
edition,S.62ff.：
邦
訳
Ｈ
・

ス
ピ
ー
ゲ
ル
バ
ー
グ
﹃
現
象
学
運
動
︻
上
︼﹄
立
松
弘
孝
監
訳
︑
世
界
書
院
︑
二
〇
〇
〇

年
︑
一
二
八
頁
︶

(

)
｢物
理
的
︵
physisch
︶﹂
は
physis︵
自
然
︶
に
由
来
し
︑﹁
自
然
︵
学
︶
的
﹂
で
も
あ

13

る
︒﹁
形

而

上

学

的
︵
m
etaphysisch
︶﹂
も

こ

れ

に

関

わ

る
︒﹁
心

理

的

︵
psychisch
︶﹂
も
自
然
学
的
で
あ
り
う
る
︒
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
化
は
︑
自
然
の
作
用
な
の

か
︑
心
の
作
用
な
の
か
︑
い
や
そ
の
場
合
の
自
然
︑
心
と
は
何
な
の
か
︒
本
稿
は
︑
じ

つ
は
こ
の
問
題
に
関
わ
る
︒

(

)
こ
の
経
験
論
的
な
文
脈
か
ら
す
れ
ば
︑
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
よ
う
に
︑
ど
ち
ら
か
と
言

14

え
ば
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
方
向
か
ら
受
動
的
綜
合
と
い
う
概
念
を
展
開
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
︒

(

)
マ
ッ
ハ
は
感
覚
要
素
の
複
合
体
と
し
て
︑
物
体
の
色
︑
音
な
ど
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
⁝
⁝
︑
身
体

15

の
そ
れ
を
Ｋ
Ｌ
Ｍ
⁝
⁝
︑
意
志
︑
記
憶
像
の
そ
れ
を
α
β
γ
⁝
⁝
︑
と
す
る
︒
そ
し
て
︑

最
後
の
も
の
を
自
我
と
重
ね
て
︑﹁
Ａ
Ｂ
Ｃ
⁝
⁝
を
自
我
の
内
に
参
入
す
る
権
利
は
︑
ど﹅

こ﹅

ま﹅

で﹅

お﹅

し﹅

進﹅

め﹅

て﹅

も﹅

熄﹅

ま﹅

な﹅

い﹅

こ
と
が
判
っ
て
来
る
﹂
と
言
い
︑
自
我
が
つ
い
に
は

全
世
界
を
包
括
す
る
︑
と
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
︒
彼
に
と
っ
て
︑
感
覚
複
合
体
は
ど

れ
も
対
等
で
あ
り
︑
重
要
な
の
は
諸
要﹅

素﹅

の
聯﹅

関﹅

だ
け
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
聯
関
を

彼
は
函
数
的
聯
関
と
し
て
捉
え
て
い
た
だ
ろ
う
︵
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
ッ
ハ
﹃
感
覚
の
分

析
﹄
須
藤
吾
之
助
︑
廣
松
渉
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
三
年
︑
九
頁
以
下
︶︒

(

)
た
だ
し
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
新
カ
ン
ト
学
派
の
な
か
で
も
Ｐ
・
ナ
ト
ル
プ
を
高
く
評
価
し

16

て
い
た
が
︑
お
そ
ら
く
そ
の
哲
学
の
内
容
以
上
に
そ
の
哲
学
す
る
姿
勢
︱
︱
﹁
自
分
自

身
で
考
え
る
人
︵
Selbstdenker︶﹂
と
し
て
の
︱
︱
が
重
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

(

)
こ
の
点
に
関
し
て
︑
本
稿
の
趣
旨
と
か
な
り
重
な
る
︑
坂
部
恵
先
生
︵
客
員
教
授
と
し

17

て
︑
北
尾
先
生
と
と
も
に
立
命
館
大
学
に
貢
献
さ
れ
た
︶
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
お

く
︒﹁﹇
⁝
⁝
﹈
お
な
じ
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
第
二
版
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
に
お
い
て
﹂

カ
ン
ト
は
﹁
構
想
力
の
総
合
の
基
本
的
位
置
に
関
す
る
所
説
を
大
幅
に
後
退
さ
せ
︑
い

ま
や
﹁
我
思
う
﹂︵
Ich
denke︶
と
等
置
さ
れ
た
超
越
論
的
統
覚
を
前
面
に
押
し
出
す

か
た
ち
で
︑
演
繹
の
議
論
を
あ
ら
た
め
て
整
理
し
直
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
書
き
直
し
の
過
程
を
改
良
と
み
る
か
改
悪
と
み
る
か
に
つ
い
て
は
︑
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
︑
古
来
︑
論
者
の
あ
い
だ
で
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
こ
こ
で

の
わ
れ
わ
れ
の
読
解
の
方
向
か
ら
す
れ
ば
︑
第
二
版
の
カ
ン
ト
が
︑﹁
我
思
う
﹂
と
等
置

さ
れ
た
超
越
論
的
統
覚
の
統
一
と
い
う
︑
今
日
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
︿
強
い
構
造
﹀
を

正
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
統
覚
の
統
一
よ
り
も
よ
り
基
本
的
か
つ
原
初
的
な

構
想
力
の
統
一
︵
な
い
し
三
段
階
の
総
合
を
垂
直
に
貫
く
総
合
︶
の
︿
弱
い
構
造
﹀
が

そ
の
う
ち
に
は
ら
ん
で
い
た
︿
間
主
観
的
﹀
な
い
し
︿
相
互
主
体
的
﹀
空
間
あ
る
い
は

場
へ
の
傾
性
を
完
全
に
圧
し
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
︑
そ
の
こ
と
を
ど
う
評
価
す
る

か
と
い
う
こ
と
と
は
さ
し
あ
た
っ
て
独
立
に
︑
こ
こ
で
は
っ
き
り
見
定
め
る
こ
と
の
で

き
る
こ
と
が
ら
に
ぞ
く
す
る
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
︒﹂︵﹃
坂
部
恵
集
１
﹄
岩
波
書
店
︑

二
〇
〇
六
年
︑
三
七
九
頁
︶

(

)
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
と
つ
な
が
る
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︑﹁
形
而

18

上
学
の
根
拠
づ
け
﹂
と
い
う
中
心
的
問
題
に
関
し
て
﹁
第
一
版
は
第
二
版
に
対
し
て
原

則
的
に
優
位
に
値
す
る
﹂︵
G
A
3
S.197：
邦
訳
一
九
三
頁
︶
と
さ
え
言
う
︒

(

)
K
rV
A
85;B
117：
邦
訳
一
八
八
頁
︒

19(

)
K
rV
A
86;B
119：
邦
訳
一
八
九
頁
︒

20(

)
フ
ッ
サ
ー
ル
の
﹃
論
理
学
研
究
﹄
第
一
巻
に
お
け
る
強
い
心
理
学
主
義
批
判
は
こ
の
こ

21

と
と
関
わ
る
︒

(

)
カ
ン
ト
は
﹁
下
か
ら
﹂︵
直
観
・
感
性
か
ら
︶
の
哲
学
と
﹁
上
か
ら
﹂︵
悟
性
・
統
覚
か

22

ら
︶
の
哲
学
を
区
別
す
る
が
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
は
﹁
下
か
ら
﹂
と
も
に
﹁
内
か
ら
﹂

︵
還
元
は
そ
の
外
部
に
出
ら
れ
な
い
﹁
内
﹂
を
確
保
す
る
︶
か
ら
の
哲
学
で
も
あ
る
︒

(

)
ケ
ル
ン
に
よ
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
﹁
カ
ン
ト
に
は
現
象
学
的
還
元
の
概
念
が
欠
け
て
い

23

る
﹂
と
し
て
批
判
し
て
い
た
︵
ケ
ル
ン
前
掲
書
九
二
頁
以
下
︶︒
こ
の
欠
落
が
心
理
学
主

義
に
も
つ
な
が
る
︱
︱
三
木
清
な
ら
ば
こ
れ
は
﹁
先
驗
心
理
學
﹂
だ
と
言
う
か
も
し
れ

な
い
が
︒
し
か
し
︑
本
稿
で
は
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
演
繹
が
還
元
に
近
い
も
の
を
も
っ
て

い
る
可
能
性
を
示
し
た
い
と
思
う
︒

他
方
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁﹃
純﹅

粋﹅

悟﹅

性﹅

概﹅

念﹅

の﹅

演﹅

繹﹅

﹄
の﹅

課﹅

題﹅

は﹅

︑
カ﹅

テ﹅

ゴ﹅

リ﹅

ー﹅

一﹅

般﹅

の﹅

根﹅

源﹅

的﹅

な﹅

存﹅

在﹅

論﹅

的﹅

本﹅

質﹅

の﹅

露﹅

呈﹅

に﹅

あ﹅

る﹅

︑
す
な
わ
ち
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
純
粋
に
述

定
的
な
構
造
契
機
に
お
い
て
見
ら
れ
る
︑
純
粋
綜
合
の
本
質
の
内
的
可
能
性
の
露
呈
に

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

三
七

337



あ
る
﹂︵
G
A
25,S.305︶
と
述
べ
て
お
り
︑
こ
れ
は
む
し
ろ
純
粋
な
構
想
力
を
露
呈
し
︑

さ
ら
に
は
︵
一
種
の
作
用
・
運
動
と
し
て
の
︶﹁
あ
る
﹂
そ
れ
自
体
へ
遡
ろ
う
と
す
る
方

向
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(

)
ケ
ル
ン
前
掲
書
一
六
四
頁
以
下
︒
た
だ
し
︑
ケ
ル
ン
に
よ
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
﹁
演
繹
﹂

24

に
お
い
て
主
に
カ
ン
ト
の
﹁
類
推
﹂︵
経
験
の
類
推
︶
を
中
心
的
に
捉
え
て
い
た
よ
う
で

あ
る
︒
こ
れ
は
︑
客
観
性
の
構
成
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
﹁
因
果
性
﹂
や
対
象
の

﹁
同
一
性
﹂
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
と
重
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
結
局
︑
あ
る
種
の
規

則
性
・
法
則
性
が
客
観
性
を
支
え
る
︵
そ
れ
が
な
い
と
経
験
が
可
能
に
な
ら
ず
︑
客
観

的
な
も
の
・
超
越
的
な
も
の
と
し
て
の
経
験
の
対
象
が
可
能
に
な
ら
な
い
︶
と
い
う
方

向
に
向
か
う
︒
ケ
ル
ン
は
言
う
︒﹁
そ
う
し
た
な
か
で
︑
彼
︹
＝
フ
ッ
サ
ー
ル
︺
は
︑
カ

ン
ト
お
よ
び
新
カ
ン
ト
学
派
と
の
︑
と
り
わ
け
対
象
を
﹁
表
象
結
合
の
規
則
﹂
と
し
て

捉
え
る
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
と
の
︑
直
接
的
な
近
さ
の
う
ち
に
位
置
す
る
︒﹂
そ
こ
で
︑

︹
そ
う
し
た
規
則
な
ど
の
︺
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
構
築
可
能
性
︹
＝
理
論
構
築
的
に
捉
え
る

こ
と
の
可
能
性
︺
が
問
題
に
な
り
︑﹁﹇
⁝
⁝
﹈
フ
ッ
サ
ー
ル
は
た
し
か
に
ア
・
プ
リ
オ

リ
の
構
築
に
つ
い
て
語
る
が
︑
し
か
し
そ
の
際
︑
彼
が
考
え
て
い
る
の
は
︑
カ
ン
ト
主

義
者
と
対
立
し
て
︑
直
観
的
な
構
築
な
の
で
あ
る
﹂︵
ケ
ル
ン
前
掲
書
一
七
四
頁
以
下
︶︒

か
く
し
て
︑
直
観
性
の
重
視
が
中
心
に
な
る
︒
こ
れ
は
本
稿
の
議
論
に
お
い
て
も
重
要

で
あ
る
︒
し
か
し
本
稿
は
︑
こ
れ
と
は
異
な
る
方
向
を
と
り
︑﹁
綜
合
﹂
を
重
視
す
る
︒

(

)
も
う
一
言
つ
け
加
え
れ
ば
︑
こ
れ
は

pro-duzieren
︵
生
産
す
る
︶
を

re-duzieren

25

︵
上
記
の
逆
方
向
の
運
動
︶
す
る
試
み
だ
と
も
言
え
る
︒

(

)
K
rV
A
84ff.;B
116ff.：
邦
訳
一
八
七
頁
︒

26(

)
ぼ
ん
や
り
と
し
た
記
憶
で
は
︑
永
井
均
の
言
葉
だ
っ
た
か
と
思
う
︒
他
方
︑
ハ
イ
デ

27

ガ
ー
は
／
も
︑﹁
経
験
的
に
確
定
可
能
な
諸
事
実
や
諸
固
有
性
の
意
味
で
の
事
実
﹂
と
は

異
な
っ
た
﹁
現﹅

存﹅

在﹅

の﹅

存﹅

在﹅

論﹅

的﹅

な﹅

本﹅

質﹅

存﹅

立﹅

成﹅

分﹅

の
意
味
で
の
事﹅

実﹅

﹂
に
注
目
し
つ

つ
︑﹁
ま
さ
に
権
利
問
題
で
は
な
く
て
事
実
問
題
こ
そ
が
︑
超
越
論
的
演
繹
の
問
題
の
中

心
な
の
で
あ
る
﹂︵
G
A
25,S.330︶
と
述
べ
て
い
る
︒

(

)
本
稿
に
お
け
る
︿
以
前
﹀
は
︑
カ
ン
ト
的
に
は
経
験
に
先
立
つ
こ
と
︵
先
験
的
︶
を
意

28

味
す
る
が
︑
そ
れ
は
同
時
に
経
験
の
対
象
に
先
立
つ
こ
と
を
も
意
味
す
る
︒
フ
ッ
サ
ー

ル
的
に
は
︑
超
越
的
な
対
象
の
構
成
に
先
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
が
︑
そ
れ
は
同
時
に
︑

超
越
論
的
な
経
験
の
次
元
に
お
い
て
超
越
的
な
対
象
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
︵
そ
し
て
そ

の
構
成
が
直
観
さ
れ
る
こ
と
︶
を
意
味
す
る
︒

な
お
︑︿
以
前
﹀
と
い
う
概
念
が
一
種
の
比
較
級
で
あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
説
明
不
要

で
あ
ろ
う
︒

(

)
H
ua
II,S.62：
邦
訳
﹃
現
象
学
の
理
念
﹄
立
松
弘
孝
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
九
二
頁
︒
ち

29

な

み

に
︑
こ

こ

で

は
︑
m
öglichst
w
enig
V
erstand,
aber
m
öglichst
reine

Intuition
と
い
う
よ
う
に
m
öglich
の
﹁
最
上
級
﹂
が
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
し
か
し
︑

悟
性
と
直
観
の
関
係
で
は
︑
こ
れ
は
両
者
の
﹁
比
較
級
﹂
だ
と
も
解
せ
る
︒

(

)
フ
ッ
サ
ー
ル
は
︑
知
覚
︵
現
在
化
と
も
呼
ば
れ
る
︶
以
外
の
直
観
を
︑
準
現
在
化
︵
思

30

い
浮
か
べ
る
作
用
︶
と
呼
び
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒﹁
準
現
在
化
は
︑
そ
れ
固
有
の

現
象
学
的
本
質
に
お
い
て
知
覚
を
遡
り
示
し
て
い
る
(zurückw
eisen)﹂
(H
ua
III/1
S.

233
(Id.S.209)：
邦
訳
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
／
Ⅱ
﹄
渡
邊
二
郎
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
一
九
八

四
年
︑
一
五
四
頁
)︒
邦
訳
書
で
は
︑
zurückw
eisen
は
﹁
逆
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い

る
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
﹁
遡
り
示
す
﹂
と
訳
す
︒

(

)
つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
と
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
経
験
の
対
象
は
﹁
超
越
的
﹂
で
あ

31

る
︵
言
い
換
え
れ
ば
﹁
内
在
的
﹂
で
な
い
︶︒
そ
し
て
︑
こ
の
超
越
的
な
対
象
の
構
成
を

︵
内
在
性
に
お
い
て
︶
可
能
に
す
る
も
の
が
﹁
超
越
論
的
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
語
法
も
カ
ン

ト
と
重
な
る
部
分
と
重
な
ら
な
い
部
分
を
も
つ
が
︑
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
フ
ッ
サ
ー
ル

の
語
法
は
カ
ン
ト
を
転
用
し
た
も
の
︱
︱
転
用
に
は
な
ん
ら
か
の
類
似
性
が
前
提
さ
れ

る
︱
︱
で
あ
る
︒

(

)
K
rV
A
19;B
33：
邦
訳
一
一
七
頁
︒

32(

)
G
A
3
S.21f.：
邦
訳
三
一
頁
︒

33(

)
K
rV
A
15：
邦
訳
一
一
三
頁
以
下
︒

34(

)
カ
ン
ト
は
﹃
人
間
学
﹄
第
三
一
節
で
も
︑
こ
れ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
記
し
て
い

35

る
︒

(

)
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
︒﹁
こ
の
根
源
的
に
形
成
的
な
中
間
項
︹
＝
構
想
力
︺
が
︑
か
の
二

36

つ
の
幹
の
﹁
知
ら
れ
ざ
る
共
通
の
根
﹂
で
あ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
︒﹂︵
G
A
3,
S.

137：
邦
訳
一
三
九
頁
︶

(

)
フ
ッ
サ
ー
ル
も
E
inbildung
の
語
を
使
う
︒
た
だ
し
﹃
論
理
学
研
究
﹄
で
は
︑
そ
の
主

37

要
な
語
義
は
︑
存
在
措
定
的
で
な
い
︑
中
立
的
な
作
用
を
指
す
︒﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
﹄
で
も

ほ
ぼ
︵﹁
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス
﹂
の
場
合
の
よ
う
な
︶
単
な
る
﹁
空
想
﹂
と
重
な
る
意
味
で
使

わ
れ
る
︵
H
ua
III/1,S.16
(Id.S.13),S.49f.(Id.S.42)：
邦
訳
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
／
Ⅰ
﹄

渡
邊
二
郎
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
一
九
七
九
年
︑
六
九
頁
︑
一
一
五
頁
︶︒
ま
た
﹃
第
一
哲

学
﹄
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
語
義
︵
Im
agination
の
意
味
︶
で
こ
の
語
が
使
わ
れ
る
︵
H
ua

V
II,S.179︶︒
こ
れ
ら
の
語
法
か
ら
見
る
と
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
の
﹃
純
粋
理
性

批
判
﹄
第
一
版
の
語
法
と
は
無
関
係
に
こ
の
語
を
使
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し

か
し
︑
以
下
に
引
用
す
る
箇
所
は
︑
単
な
る
空
想
で
は
な
い
︑
カ
ン
ト
に
も
近
い
︑
独

特
の
意
味
で
einbilden
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
︒

(

)
H
ua
III/1,S.286
(Id.S.257)：
邦
訳
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
／
Ⅰ
﹄
二
三
六
頁
︒

38(

)
こ
こ
で
は
詳
論
で
き
な
い
が
︑﹁
機
能
﹂
を
示
す
F
unktion
の
語
は
﹁
函
数
・
関
数
﹂

39

も
意
味
す
る
︒

三
八
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(

)
三
木
清
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
述
︵
G
A
3,S.175：
邦
訳
一
七
二
頁
以
下
︶
を
ほ
ぼ
忠

40

実
に
な
ぞ
り
つ
つ
︑
以
下
の
よ
う
に
記
す
︒﹁
カ
ン
ト
は
形
而
上
學
講
義
に
お
い
て
︑
構

想
力
或
る
ひ
は
そ
こ
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
形
成
力
die
bildende
K
raft
を
分
析
し
て
︑
こ

の
能
力
は
︑
或
る
ひ
は
現
在
の
時
間
の
表
象
を
︑
或
る
ひ
は
過
去
の
時
間
の
表
象
を
︑

或
る
ひ
は
ま
た
未
来
の
時
間
の
表
象
を
産
出
す
る
と
述
べ
て
ゐ
る
︒
か
く
て
形
成
力
は
︑

一
︑
現
在
の
時
間
の
表
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
形
成
A
bbildung
の
能
力
︵
facultas

form
andi︶
か

ら
︑
二
︑
過

去

の

時

間

の

表

象

で

あ

る

と

こ

ろ

の

追

形

成

N
achbildung
の
能
力
︵
facultas
im
aginandi︶
か
ら
︑
三
︑
未
來
の
時
間
の
表
象
で

あ
る
と
こ
ろ
の
先
形
成
V
orbildung
の
能
力
︵
facultas
praevidendi︶
か
ら
成
っ
て

ゐ
る
︒
こ
の
よ
う
に
E
inbildung
︵
構
想
︶
の
形
成
︵
B
ildung
︶
は
時
間
に
関
係
す
る

の
で
あ
る
︒
從
っ
て
右
の
三
様
の
綜
合
が
い
づ
れ
も
時
間
の
地
盤
に
お
い
て
成
立
す
る

と
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
は
共
通
に
構
想
力
に
關
係
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
﹂︵﹃
構

想
力
の
論
理
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
六
七
年
︑
三
四
五
頁
︶︒﹁
こ
の
場
合
A
bbildung
と

は
模
冩
の
意
味
で
は
な
く
︑
對
象
そ
の
も
の
の
形
相
の
直
接
的
な
観
取
の
意
味
に
お
け

る
形
成
で
あ
る
︒﹂︵
三
四
六
頁
︶

右
の
引
用
で
︑
三
木
の

A
bbildung
の
訳﹅

語﹅

﹁
現
形
成
﹂
︱
︱
邦
訳
書
で
は
﹁
写

像
﹂
︱
︱
は
興
味
深
い
︒
こ
れ
は
単
純
な
模
写
で
は
な
く
︑
形
成
で
あ
る
︒
他
方
で

﹁
對
象
そ
の
も
の
の
形
相
﹂
が
見
え
る
の
は
︑
全
体
と
し
て
の
対
象
か
ら
そ
れ
だ
け
を
取

り
出
し
て
捉
え
る
と
き
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
こ
に
は
一
定
の
解
体
的
な
契
機
も
含
ま
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︵
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
右
の
よ
う
に
述
べ
て
は
い
る

が
︶︑
こ
の
A
bbildung
が
作
用
そ
れ
自
体
の
A
bbildung
だ
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
︒

こ
れ
が
純
粋
直
観
で
あ
れ
ば
︑
abbilden
さ
れ
る
も
の
は
︑
時
間
を
産
出
︵
形
成
︶
す

る
作
用
そ
れ
自
体
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
︒
言
い
か
え
れ
ば
︑
abbilden
す
る
も

の
と
さ
れ
る
も
の
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
︒
た
だ
︑
そ
う
は
い
っ
て
も
︑

そ
の
作
用
そ
れ
自
体
が
一
定
の
解
体
に
お
い
て
自
己
自
身
を
現
形
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑

そ
の
作
用
自
身
が
全﹅

面﹅

的﹅

に﹅

自
己
形
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
︑
と
い
う
可
能
性
も
残
る
︒

こ
れ
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
︑
時
間
構
成
す
る
作
用
そ
れ
自
体
が
自
己
現
出
す
る
︑

と
い
う
場
合
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
で
は
︑
自
己
現
出
し
な
い
残
余
︵
と
言
っ

て
よ
い
な
ら
︶
は
何
で
あ﹅

る﹅

の
か
︒
こ
う
問
う
と
︑
同
時
に
﹁
あ
る
﹂︵
存
在
︶
に
先
立

つ
﹁
先
存
在
﹂
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
問
い
は
﹁
存
在
論
﹂
を
越
え
た
問
い
と
な

る
︒
ま
た
︑
自
己
現
出
し
な
い
残
余
は
︑
直
観
的
に
も
言
語
的
に
も
現
出
し
な
い
と
す

れ
ば
︑
そ
も
そ
も
問
い
が
成
り
立
つ
の
か
︒
あ
る
い
は
︑
そ
れ
の
︵
よ
り
根
源
的
な
構

想
力
に
よ
る
︶
自
己
現
出
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
︵
私
︶
が
︑
そ
の
自
己
形
成
・

自
己
現
出
の
運
動
の
な
か
で
︵
そ
こ
か
ら
脱
出
で
き
な
い
仕
方
で
︶︑
そ
れ
の
過
去
の
現

出
を
た
え
ず
想
起
し
︑
そ
れ
の
未
来
の
現
出
を
予
期
す
る
の
か
︒

(

)
｢親
和
性
﹂
と
い
う
概
念
も
構
想
力
と
絡
む
概
念
で
あ
る
︒

41(

)
い
や
︑
そ
も
そ
も
﹁
単
な
る
感
覚
﹂
と
い
う
要
素
主
義
的
発
想
そ
れ
自
体
が
問
題
な
の

42

だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
ち
ょ
う
ど
応
答
す
る
仕
方
で
︑︵
単
な
る
感
覚
で
は
か
た
づ
か
な
い
︶

﹁
か
た
ち
﹂
の
成
立
を
強
調
す
る
傾
向
が
強
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
E
inbildung
も
そ

の
一
例
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
︵
ゲ
ー
テ
的
な
︶
M
orphologie
な
ど
も
こ
れ
に
加
え
て

よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒
日
本
語
で
言
え
ば
︑﹁
か
た
ち
﹂
の
語
の
﹁
ち
﹂
は
︑﹁
い
の
ち
﹂

の
﹁
ち
﹂
の
よ
う
な
呪
力
的
・
生
命
的
な
意
味
を
も
つ
ら
し
い
︒﹁
か
た
ど
る
﹂︵
象
る
︶

は
元
来
﹁
形
取
る
﹂
で
あ
る
︵
こ
れ
は
む
し
ろ
abbilden
に
関
わ
る
か
も
し
れ
な
い
︶︒

こ
の
連
想
・
連
合
で
見
る
と
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
﹁
モ
ル
フ
ェ
ー
︵
M
orphe︶﹂
も
﹁
生

化
︵
B
eseelung
︶
も
﹁
体
験
︵
E
rlebnis︶﹂
も
同
じ
傾
向
を
示
す
︒
こ
れ
ら
の
語
は
︑

近
代
の
要
素
主
義
的
︑
機
械
論
的
な
﹁
説
明
﹂
と
は
異
な
る
も
の
に
目
を
向
け
さ
せ
る
︒

(

)
H
ua
III/1,S.192
(Id.S.172︶：
邦
訳
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
／
Ⅱ
﹄
九
二
頁
︒
こ
れ
は
︑
当

43

時
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
感
性
と
悟
性
の
険
し
い
区
別
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒

(

)
H
ua
X
I,S.3：
邦
訳
﹃
受
動
的
綜
合
の
分
析
﹄
山
口
一
郎
︑
田
村
京
子
訳
︑
国
文
社
︑

44

一
九
九
七
年
︑
一
三
頁
︒
邦
訳
書
の
訳
文
を
一
部
変
更
し
た
︒

(

)
そ
も
そ
も
﹁
受
動
的
﹂
の
概
念
は
﹁
能
動
的
﹂
の
概
念
と
比
較
級
的
な
関
係
に
あ
る
︒

45

す
な
わ
ち
︑﹁
能
動
的
﹂
と
は
﹁
よ
り
能
動
的
﹂
で
あ
り
︑﹁
受
動
的
﹂
と
は
﹁
よ
り
受

動
的
﹂
で
あ
る
︱
︱
極
限
化
さ
れ
た
概
念
と
し
て
は
絶
対
的
に
も
使
わ
れ
る
と
し
て
も
︒

(

)
H
ua
X
I,131：
邦
訳
一
九
一
頁
︒

46(

)
フ
ッ
サ
ー
ル
は
た
と
え
ば
﹁
対
象
的
な
︹
＝
厳
密
に
は
後
に
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
る

47

も
の
の
側
か
ら
の
︺
刺
激
に
対
し
て
応
答
す
る
傾
向
﹂︵
H
ua
X
I,S.166：
邦
訳
﹃
受
動

的
綜
合
の
分
析
﹄
二
三
八
頁
：
こ
の
語
は
﹁
対
応
す
る
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
︶
と
言
う
︒

こ
の
概
念
は
︑
こ
の
引
用
箇
所
で
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
し

か
し
︑
重
要
で
あ
る
︒﹁
応
答
﹂
と
い
う
捉
え
方
は
︑
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
化
が
﹁
私
﹂
と
無

関
係
に
︵
い
わ
ば
機
械
的
に
︶
起
こ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
感
覚
的
な
も
の
と

﹁
私
﹂
と
の
﹁
あ
い
だ
﹂
で
起
こ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
化
は
︑
一
定
の

法
則
を
も
つ
と
し
て
も
︑
自
然
法
則
の
よ
う
に
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
︒
そ
の
﹁
あ

い
だ
﹂
で
﹁
習
性
﹂
が
生
ま
れ
︑
あ
る
い
は
ま
た
そ
れ
の
変
化
も
生
じ
う
る
︒

(

)
こ
の
両
面
的
な
運
動
は
つ
ね
に
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
と
も
理
解
で
き
る
︒
自
我
︵
と

48

い
う
語
が
不
適
切
な
ら
ば
意
識
︶
が
ま
っ
た
く
関
与
し
な
い
で
︑
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
化
は

起
こ
る
だ
ろ
う
か
︒

(

)
こ
こ
で
の
諸
成
分
は
︑
基
体
Ｘ
︑
ノ
エ
マ
的
意
味
︑
時
間
性
格
︑
存
在
性
格
を
指
す
だ

49

ろ
う
︒
こ
れ
ら
が
言
語
︵
の
諸
成
分
︶
の
基
礎
と
な
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
こ
に
は
他
の
諸

対
象
の
構
成
︑
そ
し
て
当
該
の
対
象
と
そ
れ
ら
と
の
関
係
の
構
成
が
関
わ
っ
て
く
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
す
べ
て
の
ノ
エ
マ
の
︵
い
わ
ば
図
と
し
て
の
︶
構
成
に
は
︑
そ
の
背

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学

三
九
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景
・
地
と
し
て
の
﹁
世
界
﹂
の
構
成
︵
あ
る
い
は
逆
構
成
︶
が
含
ま
れ
る
︒
こ
れ
に
つ

い
て
は
詳
論
で
き
な
い
︒
こ
の
問
題
は
さ
ら
に
カ
ン
ト
の
﹁
世
界
﹂
と
絡
め
て
︵
ま
た

フ
ィ
ン
ク
の
解
釈
も
含
め
て
︶
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(

)
こ
の
根
拠
づ
け
に
つ
い
て
は
︑
前
註
に
お
い
て
述
べ
た
ノ
エ
マ
の
諸
成
分
の
︵
解
体
的

50

な
︶
抽
出
が
関
わ
っ
て
く
る
が
︑
さ
ら
に
詳
し
い
こ
と
は
︑
拙
著
﹃
意
識
の
自
然
﹄︵
勁

草
書
房
︑
一
九
九
八
年
︶
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
他
方
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
カ
ン
ト
の
演
繹
に
こ
の
根
拠
づ
け
に
似
た
役
割
を
見
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(

)
H
ua
X
,S.83：
邦
訳
﹃
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
﹄
拙
訳
︑
筑
摩
書
房
︵
ち
く
ま
学
芸

51

文
庫
︶︑
二
〇
一
六
年
︑
三
二
〇
頁
︒

(

)
こ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
は
︑﹁︹
時
間
構
成
す
る
︺
意
識
流
の
諸
位
相
の
な
か
で
︑

52

ま
さ
に
当
の
意
識
流
︹
そ
れ
自
体
︺
の
諸
位
相
が
お
の
れ
を
現
象
的
に
構
成
す
る
が
︑

そ
う
し
た
︹
前
者
の
︺
意
識
流
の
諸
位
相
は
︑
そ
れ
ら
の
構
成
さ
れ
る
諸
位
相
と
同
一

的
で
は
あ
り
え
な
い
し
︑
そ
し
て
実
際
に
も
そ
う
で
な
い
︒﹂︵
同
前
︶
と
い
う
フ
ッ

サ
ー
ル
の
言
葉
で
あ
る
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
は
さ
ら
に
つ
づ
け
る
︒﹁
意
識
流
の
︿
瞬
間
的
︱

現
下
的
な
相
面
﹀
の
な
か
で
現
出
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
︑
そ
れ
は
︑
ま
さ
に
そ
の
意

識
流
︹
そ
れ
自
体
︺
の
把
持
的
な
諸
瞬
間
の
系
列
の
な
か
の
︿
意
識
流
の
過
ぎ
去
っ
た

諸
位
相
﹀
な
の
で
あ
る
︒﹂
こ
れ
は
︑
時
間
構
成
す
る
作
用
そ
れ
自
体
が
自
己
現
出
す
る

と
は
い
え
︑
そ
の
原
印
象
的
位
相
に
お
い
て
完
全
に
自
己
現
出
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑

む
し
ろ
隠
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
把
持
的
位
相
に
移
行
し
て
こ
そ
自
己
現
出
し
う
る
︑
と

い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
し
︑
Ｊ
・
デ
リ
ダ
は
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒

(

)
『内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
﹄
の
第
十
節
や
第
四
十
三
節
で
示
さ
れ
る
時
間
図
表
で
説
明

53

す
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
︑︵
対
象
に
関
わ
る
成
分
を
お
の
れ
の
う
ち
に
含
む
︶
作
用
は
︑
そ

れ
自
体
︑
自
己
現
出
し
て
︑︵
現
出
す
る
や
い
な
や
︶
垂
直
方
向
に
︵
下
向
き
に
︶
流
れ

つ
つ
︑
そ
の
諸
現
出
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
︒
こ
れ
が
縦
の
志
向
性
の
役
割
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
そ
れ
に
含
ま
れ
た
︵
そ
れ
ゆ
え
や
は
り
垂
直
方
向
に
下
降
し
て
い
く
︶
感
覚

の
成
分
は
︑
ま
ず
ノ
エ
マ
と
し
て
綜
合
さ
れ
︑
さ
ら
に
ノ
エ
マ
を
媒
介
・
突
破
す
る
仕

方
で
︑
図
表
の
水
平
方
向
に
対
象
と
し
て
措
定
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
時
間
そ
れ
自
体
も
水

平
方
向
に
客
観
的
時
間
と
し
て
措
定
さ
れ
る
︒
こ
れ
が
横
の
志
向
性
の
役
割
で
あ
る
︒

横
の
志
向
性
は
︑
媒
介
・
突
破
的
で
あ
る
︒︵
な
お
︑
対
象
構
成
に
関
わ
る
感
覚
の
成
分

は
︑
ま
ず
作
用
そ
れ
自
体
に
含
ま
れ
た
ま
ま
垂
直
方
向
に
下
降
し
︑
そ
こ
か
ら
媒
介
・

突
破
的
に
水
平
方
向
に
向
か
う
が
︑
こ
の
こ
と
が
誤
解
を
招
き
や
す
い
の
で
注
意
が
必

要
で
あ
る
︒︶

(

)
お
そ
ら
く
︑
立
ち
と
ど
ま
り
に
も
自
己
現
出
︱
︱
と
言
う
の
が
不
適
切
だ
と
し
て
も
自

54

己
意
識
で
は
ろ
う
︱
︱
が
伴
う
だ
ろ
う
が
︑﹁
流
れ
る
﹂
こ
と
へ
移
行
す
る
と
き
に
そ
の

現
出
は
よ
り
強
ま
る
だ
ろ
う
︒
逆
に
言
え
ば
︑﹁
立
ち
と
ど
ま
る
﹂
作
用
そ
れ
自
身
は
︑

そ
の
現
在
に
お
い
て
︑
よ
り
深
く
隠
れ
る
︒

(

)
H
ua
III/,S.124：
邦
訳
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
／
Ⅰ
﹄
二
四
五
頁
︒
こ
の
自
我
す
ら
も
客
観

55

的
・
超
越
的
な
時
間
の
な
か
に
︑
身
体
と
と
も
に
措
定
さ
れ
る
と
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
人
間
﹂

の
自
我
が
構
成
さ
れ
る
︒

(

)
こ
こ
で
の
文
意
を
示
す
た
め
に
︑
最
前
の
引
用
箇
所
よ
り
︑
あ
る
意
味
で
︑
よ
り
適
切

56

か
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
が
︑
そ
こ
に
は
解
釈
上
の
問
題
が
含
ま
れ
る
の
で
︑
こ
の

註
で
示
す
︵
と
は
い
え
︑
さ
ら
に
よ
り
適
切
な
記
述
も
お
そ
ら
く
ほ
か
に
あ
る
だ
ろ

う
︶︒﹁
原
初
的
現
在
︵
立
ち
と
ど
ま
り
つ
つ
︵
stehend
︶
生
き
生
き
し
た
︿
流
れ
る

︵
Ström
en
︶﹀
こ
と
︶
の
構
造
分
析
は
︑
わ
れ
わ
れ
を
自
我
構
造
へ
︑
そ
し
て
︑
自
我

構
造
を
基
礎
づ
け
て
い
る
恒
存
的
︵
ständig
︹
立
ち
つ
づ
け
的
︺︶
な
下
層
︑
没
自
我

的
な
︿
流
れ
る
﹀
こ
と
と
い
う
下
層
へ
連
れ
て
い
く
︒
こ
の
︿
流
れ
る
﹀
こ
と
は
︑
首

尾
一
貫
し
た
遡
問
︵
R
ückfrage︶
に
よ
っ
て
︑︿
沈
澱
し
た
能
動
性
を
も
可
能
に
し
︑

ま
た
︹
こ
の
遡
問
に
お
い
て
は
︵
根
源
的
な
も
の
を
遡
り
示
す
︶
沈
澱
し
た
能
動
性
を
︺

前
提
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
﹀
へ
︑︹
す
な
わ
ち
︺︿
ラ﹅

デ﹅

ィ﹅

カ﹅

ル﹅

に﹅

先﹅

自﹅

我﹅

的﹅

な﹅

も﹅

の﹅

へ﹅

﹀

︹
わ
れ
わ
れ
を
︺
遡﹅

っ﹅

て﹅

導﹅

く﹅

︵
zu
rü
ckleiten
︶﹂︵
H
ua
X
V
,S.598.︶
こ
の
引
用
箇
所

で
は
︑︵
自
我
に
先
立
つ
︶
生
殖
的
発
生
と
い
っ
た
事
象
へ
の
︵
現
象
学
の
方
法
に
関
し

て
首
尾
一
貫
し
て
進
め
ら
れ
る
︶
遡
問
が
遂
行
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
意
味
で
﹁
ラ
デ
ィ

カ
ル
﹂
な
遡
及
が
登
場
す
る
︒
た
だ
し
︑
引
用
文
中
で
︹

︺
で
補
っ
た
箇
所
に
つ
い
て

は
解
釈
上
の
問
題
が
あ
る
︒
た
だ
︑
少
な
く
と
も
︑﹁
遡
問
﹂﹁
遡
及
﹂
が
フ
ッ
サ
ー
ル

に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
︑
し
か
も
︑
そ
れ
が
事
象
そ
の
の
も
の
に
よ
る
﹁
遡
り
示
し
﹂

が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
は
︑
右
の
引
用
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
没
自
我
的
な
も
の
︑
先
自
我
的
な
も
の
へ
の
還
元
は
︑
最
初
期

の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
我
を
原
理
と
し
な
い
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
と
︑
深
く
結
び
つ

い
て
い
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
も
の
は
︑
そ
れ
で
も
や
は
り
自
我
を
承
認
し
た
う
え
で

し
か
︑
適
切
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
根

源
的
な
も
の
︵
没
自
我
的
・
先
自
我
的
な
も
の
︶
は
︑
派
生
的
な
﹁
自
我
﹂
の
名
を
継

承
す
る
こ
と
に
な
る
︒

(

)
H
ua
IV
,S.338：
邦
訳
﹃
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
／
Ⅱ
﹄
立
松
弘
孝
︑
榊
原
哲
也
訳
︑
み
す
ず
書

57

房
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
九
七
頁
︒
こ
の
言
葉
は
重
要
で
あ
り
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
を

よ
り
深
く
へ
導
い
た
が
︑
た
だ
し
︑
当
時
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
察
は
不
十
分
だ
っ
た
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
︒

(

)
K
rV
A
97：
邦
訳
二
〇
一
頁
以
下
︒

58

な
お
︑
ケ
ル
ン
に
よ
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
一
九
二
〇
年
代
の
草
稿
︵
A
V
21︶
に

﹁
先
所
与
的
な
質
料
︑
形
式
化
︵
F
orm
ung
︶︑
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
化
︵
G
estaltung
︶
か

ら
の
︑
諸
対
象
の
創
造
の
︑
自
然
の
創
造
の
イ
メ
ー
ジ
︵
B
ild
︶﹂
と
書
か
れ
て
い
る
よ

四
〇

340



う
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
受
動
的
綜
合
と
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︵
ケ
ル
ン
前
掲

書
二
七
〇
頁
以
下
︶︒

(

)
K
rV
A
97：
邦
訳
二
〇
二
頁
以
下
︒

59(

)
同
前
︒

60(

)
K
rV
A
94：
邦
訳
一
九
五
頁
︒

61(

)
G
A
3,S.176ff.：
邦
訳
一
七
四
頁
以
下
︒

62(

)
こ
の
語
の
原
語
を
示
し
た
の
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
も
こ
の
語
を
使
う
か
ら
で
あ
る
︒
フ
ッ

63

サ
ー
ル
の
語
法
の
由
来
は
定
か
で
な
い
が
︑
カ
ン
ト
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
︒

(

)
K
rV
A
99：
邦
訳
二
〇
五
頁
以
下
︒

64(

)
K
rV
A
120：
邦
訳
二
四
一
頁
以
下
︒

65(

)
蛇
足
的
な
再
確
認
だ
が
︑
右
の
引
用
箇
所
で
カ
ン
ト
は
E
inbildungskraft
の
語
と
ein

66

B
ild
の
語
を
相
関
的
に
使
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

(

)
｢一
つ
の
形
象
﹂
を
ノ
エ
マ
と
捉
え
る
か
︑
対
象
と
捉
え
る
か
︒
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
は

67

︵
還
元
し
な
い
の
で
︶
そ
の
区
別
を
し
て
い
な
い
︒
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
見
る
と
︑
対
象

は
︑﹁
超
越
的
な
も
の
﹂
の
経
験
と
い
う
意
味
で
の
経
験
に
属
す
る
の
に
対
し
て
︑
ノ
エ

マ
は
そ
れ
に
属
さ
な
い
︒
他
方
︑
ノ
エ
マ
は
︑
狭
い
意
味
で
の
志
向
的
体
験
か
ら
構
成

さ
れ
た
も
の
と
し
て
︑
広
い
意
味
で
志
向
的
体
験
に
属
す
︒
こ
の
広
い
意
味
で
の
志
向

的
体
験
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
味
で
の
超
越
論
的
経
験
︵
還
元
さ
れ
た
経
験
︶
と
重
な
る
︒

カ
ン
ト
に
は
還
元
の
方
法
が
欠
け
て
い
た
と
い
う
の
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
だ
が
︑
も

し
カ
ン
ト
が
還
元
を
遂
行
し
て
い
た
ら
︑
こ
の
区
別
を
立
て
た
か
も
し
れ
な
い
︒
お
そ

ら
く
︑
こ
こ
が
カ
ン
ト
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
﹁
超
越
論
的
﹂
の
概
念
の
相
違
点
で
あ
る
︒

し
か
し
逆
に
︑
カ
ン
ト
の
演
繹
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
還
元
と
重
ね
て
捉
え
る
と
︑
こ
の
相

違
点
が
い
わ
ば
関
連
点
に
変
わ
る
︵
た
だ
し
︑
本
稿
は
む
し
ろ
﹁
よ
り
超
越
論
的
な
も

の
﹂
に
向
か
う
が
︶︒

(

)
K
rV
A
121：
邦
訳
二
四
二
頁
︒

68(

)
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
は
︑
諸
把
持
の
移
行
的
な
連
続
性
の
な
か
で
︑
ひ
と
つ
の
ノ
エ
マ
が

69

綜
合
さ
れ
る
︒
こ
の
発
想
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
お
そ
ら
く
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
得
た
が
︑

し
か
し
還
元
の
確
立
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
と
も
共
鳴
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒

(

)
派
生
的
な
構
想
力
は
感
性
と
悟
性
と
い
う
二
項
を
媒
介
す
る
︒
し
か
し
︑
根
源
的
な
構

70

想
力
は
︑
そ
も
そ
も
そ
の
二
項
そ
れ
自
体
を
︑﹁
か
く
す
︵
画
す
︶﹂
仕
方
で
︑
か
た
ち
-

つ
く
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
と
き
に
お
の
れ
自
身
を
﹁
か
く
す
︵
隠
す
︶﹂︒
そ
う
し
た
媒

体
で
あ
る
︒

(

)
K
rV
A
120：
邦
訳
二
四
二
頁
︒

71(

)
K
rV
A
100：
邦
訳
二
〇
六
頁
︒

72(

)
つ
い
で
に
言
え
ば
︑
そ
う
し
た
作
用
は
︑
ノ
エ
マ
に
︵
時
間
構
成
に
よ
る
時
間
性
格
の

73

み
な
ら
ず
︶
存
在
性
格
を
与
え
る
作
用
で
も
あ
る
︒

(

)
K
rV
A
123：
邦
訳
二
四
六
頁
以
下
︒

74(

)
K
rV
A
101：
邦
訳
二
一
〇
頁
︒

75(

)
K
rV
A
102：
邦
訳
二
一
一
頁
︒

76(

)
K
rV
A
103：
邦
訳
二
一
一
頁
以
下
︒

77(

)
G
A
3,S.183：
邦
訳
一
八
〇
頁
︒

78(

)
G
A
3,S.186：
邦
訳
一
八
三
頁
︒

79(

)
三
木
清
前
掲
書
三
五
五
頁
︒
な
お
︑
durchspähen
の
spähen
は
ま
さ
に
軍
隊
用
語
で

80

﹁
偵
察
す
る
﹂
を
意
味
し
︑
さ
ら
に
遡
る
と
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
祖
語
の

spek︵
見

る
︶
に
由
来
し
︑
英
語
の
spy
や
ド
イ
ツ
語
の
Spion
︵
い
わ
ゆ
る
ス
パ
イ
︶
も
こ
れ

か
ら
派
生
し
た
︒

(

)
R
ekognition
の
綜
合
に
関
し
て
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︵
R
ekognition
の
語
が
﹁
再
﹂
を

81

意
味
す
る
こ
と
が
多
い
re
を
含
む
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
︶﹁
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の

綜
合
を
予﹅

確
認
︹
＝
予﹅

認
︺︵
P
rae-cognition
︶
の
綜
合
と
し
て
言
い
表
す
の
が
︑
事

象
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
﹂
(G
A
25,S.564)と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
解
釈
は
た
い
へ
ん

面
白
い
が
︑
他
方
で
﹁
再
確
認
﹂
の
訳
語
に
も
一
理
あ
る
︑
と
筆
者
は
思
う
︒

ち
な
み
に
フ
ラ
ン
ス
語
・
英
語
で
﹁
偵
察
﹂
は
reconnaissance
で
あ
り
︑
こ
れ
に

も
re
が
含
ま
れ
る
が
︑﹁
再
﹂
を
意
味
せ
ず
︑
む
し
ろ
﹁
予
﹂
を
意
味
す
る
︒
有
人
探

査

の

た

め

の
﹁
予
﹂︵
偵

察
︶
と

し

て

の

火

星

探

査

衛

星

の

名

称

M
ars

R
econnaissance
O
rbiter
が
思
い
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

(

)
G
A
3,S.187：
邦
訳
一
八
三
頁
以
下
︒

82(

)
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
点
も
︵
あ
え
て
言
え
ば
︶﹁
先
刻
承
知
﹂
で
あ
る
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー

83

は
︑
再
生
産
が
生
産
的
だ
と
解
釈
す
る
︒
そ
れ
は
︑
再
生
産
が
︑
過
去
の
も
の
を
再
生

産
す
る
か
ら
で
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
な
に
も
の
か
が
過
去
の
も
の
で
あ
り
う
る
の
は
︑

過
去
と
い
う
時
間
地
平
・
時
間
野
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑

そ
れ
ゆ
え
︑︵
過
去
の
も
の
が
過
去
の
も
の
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
の
︶
過
去
と
い

う
時
間
地
平
・
時
間
野
そ
れ
自
体
が
前
も
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑

ま
さ
に
再
生
産
は
そ
れ
を
生
産
す
る
か
ら
︑
生
産
的
だ
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

︵
G
A
3,S.182：
邦
訳
一
七
九
頁
参
照
︶︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
う
解
釈
す
る
な
ら
ば
︑

未
来
と
い
う
時
間
地
平
・
時
間
野
そ
れ
自
体
を
生
産
す
る
作
用
も
生
産
的
で
あ
る
し
︑

現
在
と
い
う
時
間
地
平
・
時
間
野
そ
れ
自
体
を
生
産
す
る
作
用
も
生
産
的
で
あ
ろ
う
︒

と
な
る
と
︑
再
生
産
の
綜
合
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
に
﹁
生
産
的
構
想
力
﹂
と
い
う
こ
と

が
語
ら
れ
る
理
由
が
な
く
な
り
そ
う
で
あ
る
︒
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
︑
構
想
力
は
︑

よ
り
根
源
的
な
構
想
力
も
︑
も
ち
ろ
ん
生
産
的
だ
と
い
え
ば
生
産
的
で
は
あ
る
が
︑
し

か
し
い
わ
ば
根
源
生
産
的
で
あ
り
︑
こ
れ
は
自
発
性
と
い
う
概
念
に
す
で
に
含
ま
れ
て

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学
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い
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
対
し
て
再
生
産
の
綜
合
の
構
想
力
は
﹁
よ
り
生
産
的
﹂

で
あ
り
︑
こ
れ
こ
そ
が
﹁
生
産
的
﹂
と
い
う
語
に
適
切
な
の
で
︑
再
生
産
の
綜
合
に
お

い
て
こ
の
語
が
登
場
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
カ
ン
ト
は
﹃
人
間
学
﹄
で
構
想
力
を
﹁
生
産
的
﹂
と
﹁
再
生
産
的
﹂
に
分
け

る
と
し
て
も
︑
こ
の
箇
所
で
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
読
め
る
︒
な
お
︑
三
木
清

は
︑﹃
人
間
学
﹄
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
︑﹁
こ
の
場
合
注
目
す
べ
き
は
︑
カ
ン
ト
が
先
見

力
V
orhersehungsverm
ögen
卽
ち
或
る
も
の
を
未
來
の
も
の
と
し
て
表
象
す
る
能

力
を
再
生
的
構
想
力
に
属
せ
し
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵﹃
構

想
力
の
論
理
﹄
三
三
三
頁
︶︒

(

)
こ
こ
で
﹁
こ
の
私
﹂
と
い
う
語
を
使
い
た
い
︒
こ
れ
は
︑
ま
っ
た
く
代
替
不
可
能
と
い

84

う
意
味
で
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
由
来
す
る
が
︑
Ｄ
・

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
こ
の
語
の
伝
統
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
も
そ
の
伝

統
の
な
か
に
立
つ
︒
こ
れ
を
筆
者
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
ま
で
つ
な
げ
る
の
は
正
当
だ
と
考

え
る
︒

(

)
K
rV
A
123：
邦
訳
二
四
七
頁
以
下
︒

85(

)
た
だ
し
︑
カ
ン
ト
は
こ
の
統
覚
の
意
識
が
﹁
弱
い
﹂
と
い
う
こ
と
も
認
め
て
い
る

86

︵
K
rV
A
103f.：
邦
訳
二
一
三
頁
︶︒
自
我
は
自
我
に
と
っ
て
主
題
的
と
は
か
ぎ
ら
ず
広

義
で
隠
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
︒

(

)
K
rV
A
123：
邦
訳
二
四
七
頁
︒

87(

)
K
rV
A
144;B
183：
邦
訳
二
七
〇
頁
︒

88(

)
K
rV
A
182;B
224f.：
邦
訳
三
〇
七
頁
︒

89(

)
そ
う
す
る
と
︑
先
述
の
﹁
こ
の
私
﹂
に
と
っ
て
の
普
遍
性
が
︑
こ
こ
で
修
正
さ
れ
な
け

90

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒﹁
こ
の
私
﹂︵
唯
一
的
な
自
我
︶
が
﹁
一
個
の
私
﹂
と
も
な
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
︒﹁
唯
一
の
私
﹂
と
﹁
一
個
の
私
﹂
は
︑
た
が
い
に
交
替
的
に
現
出
し

な
が
ら
も
︑
そ
の
運
動
全
体
の
な
か
で
︑
謎
に
満
ち
た
﹁
同
一
性
﹂
を
も
ち
つ
づ
け
る

だ
ろ
う
︒

(

)
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
引
用
し
た
箇
所
を
少
し
広
く
引
用
し
て
お
く
︒﹁﹇
⁝
⁝
﹈
空
間
と
時
間

91

は
︑
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
直
観
の
多
様
な
も
の
を
含
む
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

私
た
ち
の
心
が
そ
の
も
と
で
の
み
諸
対
象
に
つ
い
て
の
表
象
を
受
け
取
り
う
る
と
こ
ろ

の
︑
私
た
ち
の
心
の
受
容
性
の
諸
条
件
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
し
た
が
っ
て
そ

れ
ら
の
諸
条
件
は
そ
れ
ら
の
諸
対
象
の
概
念
を
も
い
つ
で
も
触
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
し
か
し
な
が
ら
私
た
ち
の
思
考
の
自
発
性
は
︑
こ
の
多
様
な
も
の
が
︑
ま
ず
或
る

仕
方
で
︑
貫
通
さ
れ
︑
受
容
さ
れ
︑
結
合
さ
れ
︑
か
く
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
一
つ
の
認

識
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
︒
こ
の
働
き
を
私
は
綜
合
と
名
づ
け
る
︒﹂︵
K
rV

A
77：
邦
訳
一
七
六
頁
︶
こ
の
よ
う
に
︑
カ
ン
ト
は
﹁
そ
れ
ら
の
諸
条
件
は
そ
れ
ら
の

諸
対
象
の
概
念
を
い
つ
で
も
触
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
こ
こ
で
﹁
対
象
に
つ
い
て
の
諸
表
象
の
概
念
を
﹁
つ
ね
に
︹
い
つ
で
も
︺
触

発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

(

)
こ
れ
ら
の
V
orstellen
や
B
estellen
や
H
erstellen
の
語
法
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
認

92

識
と
︵
技
術
・
芸
術
的
な
︶
活
動
と
を
あ
る
程
度
連
続
的
・
一
体
的
に
捉
え
て
い
た
こ

と
示
す
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑
こ
う
し
た
語
と
の
連
関
を
示
す
の
で
あ

れ
ば
︑
ド
イ
ツ
語
に
は
文
字
ど
お
り
Stellen
を
共
有
す
る
E
ntgegenstellen
の
語
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︵
Stehen-lassen
に
よ
る
︶

E
ntgegenstehenlassen
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
︒
前
者
の
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
は
な

か
ろ
う
か
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
語
法
に
意
味
が
な
い
と
は
考
え
に
く
い
の
で
︑
解
釈
し
て

み
た
い
︒

前
者
は
通
常
の
﹁
他
動
詞
﹂
で
あ
り
︑
通
常
の
目
的
語
を
と
る
︒
し
か
し
︑︵
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
解
す
る
カ
ン
ト
的
な
︶
自
己
触
発
の
場
合
は
︑
自
己
を
目
的
語
と
み
な
す
と
︑

不
適
切
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
む
し
ろ
﹁
自
己
﹂
そ
れ
自
体
を
成
立
さ
せ
る
︑
あ

る
い
は
む
し
ろ
︑
自
己
が
︵
い
わ
ば
自
然
に
︶
成
立
し
て
し
ま
う
ま
ま
に
し
て
お
く
︑

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
自
己
は
︑
作
用
の
意
の
ま
ま
に
な

る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
︱
︱
対
象
︵
G
egenstand
︶
と

は
異
な
る
と
は
い
え
︱
︱
一
種
の
抵
抗
︵
W
iderstand
︶
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
︵
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
先
行
箇
所
﹇
G
A
3,S.73：
邦
訳
八
一

頁
﹈
で
カ
ン
ト
の
w
as
daw
ider
ist﹁
そ
れ
に
抵
抗
的
で
あ
る
も
の
﹂﹇
K
rV
A
104﹈

か
ら
こ
の
概
念
を
す
で
に
取
り
出
し
て
い
た
︶︒

も
う
ひ
と
つ
加
え
る
と
︑﹁
抵
抗
﹂
に
当
た
る
ド
イ
ツ
語
W
iderstand
に
ち
ょ
う
ど

対
応
す
る
動
詞
と
し
て
は
︑
自
動
詞
の
W
iderstehen
︵
抵
抗
す
る
︶
は
あ
る
が
︑
他

動
詞
の
W
iderstellen
は
な
い
︒
こ
の
W
iderstand
と
だ
け
対
応
さ
せ
る
な
ら
ば
︑

W
iderstehenlassen

で

も

よ

さ

そ

う

だ

が
︑
ハ

イ

デ

ガ
ー

は
︑

E
ntgegenstehenlassen
に
よ
っ
て
︑
も
っ
と
射
程
の
広
い
作
用
を
示
そ
う
と
し
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
右
の
よ
う
な
Stellen
よ
り
も
﹁
よ
り
根
源
的
﹂

で
︑
そ
れ
ら
を
根
底
に
お
い
て
支
え
︑
あ
る
意
味
で
包
括
し
て
い
る
よ
う
な
作
用
で
あ

る
︒
こ
う
し
た
意
味
で
す
べ
て
の
作
用
を
支
え
包
括
す
る
根
源
的
な
作
用
と
し
て
彼
は

E
ntgegenstehenlassen
を
選
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
︒

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
︑
E
ntgegenstehenlassen
von
⁝
の
von
⁝
に
つ
い
て
も
付

言
す
れ
ば
︑
彼
は
︑
こ
の
⁝
を
︑
目
的
語
と
い
う
よ
り
も
主
語
に
近
い
意
味
で
示
す
た

め
に
︑
von
を
用
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
⁝
を
対
立
的
に
立
た
せ
る
﹂

と
い
う
よ
り
も
﹁
⁝
が
対
立
的
に
立
つ
が
ま
ま
に
し
て
お
く
﹂
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス

で
あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
よ
う
に
立
つ
の
は
︑
こ
こ
で
は
︑
そ
の
作
用
そ
れ
自
身
で
あ
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る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
主
語
的
で
あ
り
︑
同
時
に
︵
あ
る
程
度
︶
目
的
語
的
で
あ
る
︒

な
お
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
Stellen
の
語
法
に
関
連
し
そ
う
な
こ
と
と
し
て
︑
フ
ッ
サ
ー

ル
は
G
egensand
に
対
応
す
る
作
用
を
D
arstellen
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
︒

(

)
ラ
テ
ン
語
と
し
て
は
不
適
切
か
も
し
れ
な
い
が
︑
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
︒

93

な
お
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
超
越
論
的
構
想
力
を
﹁
時
間
化
す
る
時
間
﹂︵
時
間
を
生
じ
さ

せ
る
時
間
︶
の
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
箇
所
を
示
し
て
お
く
︒﹁
純
粋
直
観
と
し
て
の
時

間
︹
＝
時
間
化
す
る
時
間
︺
は
︑
そ﹅

れ﹅

と﹅

一﹅

つ﹅

に﹅

な﹅

っ﹅

て﹅

そ
の
直
観
さ
れ
た
も
の
︹
＝

時
間
化
さ
れ
た
時
間
︺
の
形
成
作
用
で
あ
る
︒﹂
ま
た
﹁﹇
⁝
⁝
﹈
超
越
論
的
構
想
力
は

時
間
︹
＝
時
間
化
さ
れ
た
時
間
︺
を
今
の
系
列
と
し
て
生
じ
さ
せ
︑
そ
し
て
そ
れ
故

︱
︱
こ
の
よ
う
な
生
ぜ
し
め
る
も
の
と
し
て
︱
︱
根
源
的
時
間
︹
＝
時
間
化
す
る
時
間
︺

な
の
で
あ
る
︒﹂︵
G
A
3,S.175：
邦
訳
一
七
三
頁
︶

(

)
自
然
が
︑﹁
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
︵
存
在
︶
そ
れ
自
体
と
重
な
る
な
ら
ば
︑
こ
こ
で
の

94

﹁
能
動
﹂﹁
受
動
﹂
は
準
賓
位
語
よ
り
も
重
要
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒

い
や
︑
よ
り
本
来
的
に
は
﹁
中
動
態
﹂
こ
そ
そ
う
か
も
し
れ
な
い
︒

(

)
G
A
3,S.189：
邦
訳
一
八
六
頁
︒

95(

)
G
A
3,S.192：
邦
訳
一
八
八
頁
︒

96(

)
G
A
3,S.189：
邦
訳
一
八
九
頁
︒

97(

)
G
A
3,S.192：
邦
訳
一
八
八
頁
︒

98(

)
G
A
3,S.195：
邦
訳
一
九
二
頁
︒

99(

)
K
rV
A
124f.：
邦
訳
二
四
八
頁
以
下
︒

100(

)
G
A
3,S.134：
邦
訳
一
三
六
頁
︒

101(

)
G
A
3,S.196：
邦
訳
一
九
二
頁
︒

102(

)
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁
形
而
上
学
の
根
拠
づ
け
﹂
を
軸
に
し
て
カ
ン
ト
を
読
む
︒
そ
し
て
︑

103

そ
れ
に
と
っ
て
﹁
理
性
の
人
間
性
︑
す
な
わ
ち
そ
の
有
限
性
が
本
質
的
と
な
る

﹇
⁝
⁝
﹈﹂︵
G
A
B
d.3
S.21：
邦
訳
三
一
頁
︶
と
論
じ
る
︒

(

)
人
間
的
現
存
在
が
時
間
的
に
有
限
で
あ
る
な
ら
ば
︑
時
間
全
体
は
人
間
的
現
存
在
の
射

104

程
を
越
え
て
い
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
時
間
の
時
間
化
的
構
成
は
︑
自
然
的
な
﹁
あ
る
﹂

に
依
拠
し
そ
う
で
あ
る
︒

な
お
︑﹁
有
限
﹂
と
は
﹁
か
ぎ
り
あ
る
﹂
こ
と
だ
が
︑﹁
か
ぎ
り
﹂
は
元
来
﹁
日か

切
り
﹂

だ
っ
た
ら
し
い
︒
こ
れ
は
時
間
的
な
概
念
で
あ
る
︒
死
も
日
切
り
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
点

で
は
東
西
の
こ
と
ば
が
こ
と
あ
ふ
︒

(

)
人
間
に
は
死
が
送
ら
れ
て
く
る
が
︑
送
る
も
の
︑
よ
り
根
源
的
な
も
の
は
︑
不
死
か
も

105

し
れ
な
い
︵﹁
谷
神
不
死
﹂
で
あ
ろ
う
か
︶︒

(

)
カ
ン
ト
に
お
い
て
自
我
は
言
語
的
な
﹁
悟
性
︵
V
erstand
︶﹂
と
結
び
つ
い
て
お
り
︑
自

106

我
は
﹁
立
ち
と
ど
ま
る
(stehen)﹂
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
︒﹁
立
ち
と
ど
ま
る
﹂
こ

と
は
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
は
﹁
流
れ
る
﹂
こ
と
と
逆
説
的
に
結
び
つ
き
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー

的
に
は
﹁
死
ぬ
﹂
こ
と
と
逆
説
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(

)
G
A
3,S.160：
邦
訳
一
五
九
頁
以
下
︒
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︑
不
可
知
な
根
に
向
か
っ
て
進

107

む
者
の
み
が
戻
る
・
退
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
︑
と
考
え
て
い
た
︒

(

)
G
A
3,S.168：
邦
訳
一
六
六
頁
︒

108(

)
G
A
3,S.215：
邦
訳
二
〇
九
頁
︒﹁
突
進
﹂
の
能
動
的
な
一
直
線
性
が
批
判
さ
れ
る
の
だ

109

ろ
う
︒
ち
な
み
に
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
描
く
騎
士
の
よ
う
に
一
直
線
に
目

標
に
向
か
う
態
度
を
好
ん
だ
が
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
︒

(

)
こ
れ
に
対
し
て
︑
カ
ン
ト
の
退
避
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
あ
る
よ
う
だ
が
︑
そ

110

れ
は
本
稿
の
論
旨
と
は
異
な
る
︒

(

)
G
A
3,S.214：
邦
訳
二
〇
八
頁
︒

111(

)
G
A
3,S.215：
邦
訳
二
〇
九
頁
︒

112(

)
私
は
何
を
知
り
う
る
か
︑
私
は
何
を
為
す
べ
き
か
︑
私
は
何
を
望
ん
で
よ
い
か
︒
し
か

113

し
︑
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
︑
の
場
合
に
は
︑
主
語
が
﹁
私
﹂
で
は
な
く
︑﹁
人
間
﹂
で

あ
る
︒
こ
の
違
い
は
︑
小
さ
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(

)
G
A
3,S.214：
邦
訳
二
〇
八
頁
︒

114(

)
｢あ
る
﹂
が
人
間
的
現
存
在
に
と
っ
て
一
種
の
﹁
超
越
﹂︵
人
間
的
現
存
在
の
支
配
力
に

115

収
ま
ら
ず
︑
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ず
︑
む
し
ろ
逆
に
︱
︱
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
﹁
父
殺
し

で
あ
る
﹂
の
よ
う
に
︱
︱
人
間
的
現
存
在
を
圧
倒
的
に
支
配
す
る
超
越
︶
だ
と
す
る
と
︑

そ
れ
へ
と
関
わ
る
人
間
的
現
存
在
は
﹁
超
越
論
的
﹂
だ
と
も
言
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
そ

う
い
う
関
わ
り
が
可
能
な
の
は
︑
人
間
的
現
存
在
が
﹁
あ
る
﹂
に
関
わ
る
よ
り
︿
以
前
﹀

に
︑﹁
あ
る
﹂
が
人
間
的
現
存
在
に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
だ
と
見
る
な
ら
ば
︑﹁
あ
る
﹂

が
﹁
よ
り
超
越
論
的
﹂
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
︑
本
稿
の
解
釈
の
い

わ
ば
︿
隠
れ
た
﹀
趣
旨
で
も
あ
る
︵
そ
の
た
め
註
に
い
わ
ば
隠
し
ご
と
と
し
て
記
す
︶︒

(

)
こ
こ
で
は
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
の
指
し
示
し
﹂
と
い
う
︵
通
常
と
は
異
な
る
︶
意
味
で
こ
の

116

語
を
使
う
︒
そ
の
意
味
は
も
ち
ろ
ん
rekogniszieren
と
も
重
な
る
︒

(

)
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
︑
こ
の
こ
と
を
sich
ereignen
︵﹁
性
起
﹂
な
ど
と
も
訳
さ
れ
る
︶
と
い

117

う
こ
と
ば
で
示
す
だ
ろ
う
が
︑
そ
こ
に
は
脱
性
起
が
伴
う
と
も
言
う
︒

ま
た
︑
こ
の
と
き
に
こ
そ
︑
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
︑
す
な
わ
ち
︑
人
間
の
本
質

︵
W
esen
︶
も
︑
は
じ
め
て
︵
動
詞
的
意
味
で
︶
本
質
現
成
︵
w
esen
︶
し
て
く
る
︑
と

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
る
だ
ろ
う
︒

(

)
人
間
が
非
本
来
的
な
自
己
か
ら
本
来
的
な
自
己
へ
還
帰
し
て
ま
さ
に
本
来
的
な
自
己
と

118

し
て
︵
自
然
的
な
﹁
あ
る
﹂
に
属
す
る
も
の
と
し
て
︶
現
れ
て
く
る
と
き
に
︑
自
然
的

な
﹁
あ
る
﹂
そ
れ
自
体
が
非
本
来
的
な
﹁
あ
る
﹂
か
ら
本
来
的
な
﹁
あ
る
﹂
へ
還
帰
し

超
越
論
的
な
哲
学
と
よ
り
超
越
論
的
な
哲
学
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て
ま
さ
に
本
来
的
な
自
然
的
な
﹁
あ
る
﹂
と
し
て
︵
お
の
れ
が
産
出
し
た
人
間
を
媒
介

す
る
こ
と
で
お
の
れ
が
現
れ
る
も
の
と
し
て
︶
現
れ
て
く
る
と
す
れ
ば
︑
ど
う
だ
ろ
う
︒

こ
れ
は
自
覚
の
二
重
運
動
か
も
し
れ
な
い
︒

(

)
H
uaD
ok
III,IV
(H
u
sserian
n
a
D
oku
m
en
te
,
B
riefw
ech
sel
B
d
.
IV
),S.412.

119(

)
同
前
︒

120(

)
H
uaD
ok
II,V
S.4.

121(

)
こ
の
自
我
の
強
化
は
︑
現
象
界
と
英
知
界
の
両
方
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
住
人
と
し
て

122

の
同
一
性
に
お
い
て
最
上
級
に
達
す
る
だ
ろ
う
︒

(

)
こ
の
よ
う
に
か
が
み
-
見
る
と
き
に
も
一
種
の
Stellen
と
し
て
の
F
eststellen
︵
確
定

123

す
る
︶
が
発
動
し
て
し
ま
い
︑
自
己
の
確
定
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

し
か
し
ま
た
︑
そ
れ
を
︑
取
り
上
げ
直
し
て
︑﹁
そ
れ
以
上
﹂
の
も
の
へ
向
け
直
す
運
動

も
生
じ
る
だ
ろ
う
︒

(

)
有
限
性
の
問
題
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
し
て
︑
こ
こ
で
暗
示
さ
れ
た
よ
う
に
︑
有
限
性
に

124

は
︑
死
以
外
に
も
︑
自
然
と
文
化
と
言
語
が
絡
ん
で
い
る
︒
こ
れ
ら
は
全
体
と
し
て

﹁
他
者
﹂
と
も
絡
ん
で
い
る
︒
そ
う
私
は
考
え
て
い
る
︒
こ
の
思
索
は
ま
だ
終
わ
ら
な

い
︒

(本
学
文
学
部
特
任
教
授
)
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