
認

識

か

解

釈

か

―

―

新
し
い
哲
学
史
像
の
た
め
に
（
二
）

福
谷

茂

ま
だ

晩
年
と
言
う
に
は
少
し
た
め
ら
わ
れ
る
時
期
、
つ
ま
り
一

七
九
〇
年
代
の
カ
ン
ト
の
関
心
事
の
ひ
と
つ
は
、
新
し
い
世
代
の
哲

学
者
た
ち
に
お
い
て
彼
が
看
取
し
た
あ
る
傾
向
に
対
し
て
危
惧
を
表

明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
『
哲
学
に
お
け
る

近
の
尊

大
な
語
調
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の

』（
一
七
九
五
）

論
点
は
、
明
ら
か
に
彼
か
ら
見
て
警
戒
す
べ
き
転
回
が
哲
学
に
お
い

て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
当

面
の
論
争
相
手
は
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
と
い
う
今
で
は
忘
れ
ら
れ
た
人
物

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
直
接
の
事
情
を
超
え
て
、
デ
カ
ル
ト
生
誕
以

来
ほ
ぼ
二
〇
〇
年
の
時
点
で
哲
学
と
い
う
も
の
の
性
格
付
け
、
そ
の

方
法
に
ま
さ
に
生
じ
て
き
つ
つ
あ
る
変
貌
を
カ
ン
ト
は
鋭
敏
に
感
じ

取
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
こ
の
カ
ン
ト
の
危
惧
を
哲
学
史
的
意
味
に
お
い
て
理
解
し

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
上
の
よ
う
な
事
情
で
そ
の
た
め

に
必
要
な
作
業
は
、
近
世
哲
学
の
端
緒
に
遡
っ
て
着
手
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
の
小
論
は
近
世
哲
学
の
完
成
と
終
焉

と
い
う
背
景
を
告
げ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一

ス
ア
レ
ス
か
ら
デ
カ
ル
ト
へ
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近
世
哲
学
は
表
面
的
に
は
認
識
論
が
正
面
に
見
え
る
相
貌
を
呈
し

て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
認
識
問
題
』
を
実
質
的
な
近
世
哲
学

史
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
継
承
と
批
判
の
関
係
が
明

瞭
に
現
れ
て
お
り
、
学
史
と
し
て
の
系
譜
を
容
易
に
構
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
認
識
論
で
あ
ろ
う
。
懐
疑
論
、
経
験
論
対
合
理
論
、

数
学
的
方
法
の
導
入
と
い
っ
た
近
世
哲
学
史
上
の
重
要
ト
ピ
ッ
ク
は

す
べ
て
認
識
論
と
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
認
識

の
問
題
の
占
め
る
地
位
が
向
上
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を
立

て
る
者
は
、
認
識
論
で
は
な
く
形
而
上
学
と
い
う
舞
台
の
上
に
立
っ

て
い
る
自
己
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
認
識
論
の
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
出
現
と
台
頭
を
生

み
出
し
た
大
き
な
理
由
は
対
抗
宗
教
改
革
期
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
・
ス
ア
レ
ス

の
『
形
而
上
学
論

（
一
五
四
八

一
六
一
七
）

－

叢

に
根
ざ
し
て
い
る
と

（

（
一
五
九
七
）

D
isputationes

m
etaphysicae

）
』

わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
。
ス
ア
レ
ス
は
形
而
上
学
と
い
う
学
の
対

(

一)

象
と
し
て
「
存
在
で
あ
る
限
り
の
存
在
」
を
方
法
的
に
定
礎
し
た
。

ス
ア
レ
ス
の
形
而
上
学
は
、
本
来
の
目
的
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
神

学
に
奉
仕
す
る
た
め
の
、
し
た
が
っ
て
、
神
学
と
は
区
別
さ
れ
神
学

に
従
属
す
る
形
而
上
学
と
い
う
伝
統
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
理
念
を
遵

奉
し
た
も
の
で
は
あ
る
。
対
抗
宗
教
改
革
運
動
の
一
環
と
い
う
も
と

も
と
の
意
図
か
ら
見
て
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

、

、『

』

と
こ
ろ
が

そ
れ
自
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば

形
而
上
学
論
叢

は
そ
の
構
成
に
も
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
と
被
造
物
と
を
区

別
せ
ず
に
ま
ず
存
在
一
般
と
い
う
地
平
で
論
ず
る
新
し
い
タ
イ
プ
の

形
而
上
学
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
と
は
別
乾
坤
の
形
而
上
学
の
可

(

二)

能
性
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
で

も
宗
教
の
形
而
上
学
か
ら
の
洗
浄
と
い
う
そ
の
根
本
姿
勢
と
は
抵
触

せ
ず
に
形
而
上
学
の
復
興
に
活
用
し
得
る
格
好
の
拠
点
を
提
供
し

た
。
ス
ア
レ
ス
形
而
上
学
の
継
受
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
で
の
形
而

上
学
の
復
活
を
約
束
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ス
ア
レ
ス
形
而
上
学

の
こ
の
あ
り
方
の
ゆ
え
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
に
お
い
て
な
お
哲

学
＝
形
而
上
学
が
存
立
し
う
る
た
め
の
根
拠
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
後

の
近
世
哲
学
が
却
っ
て
こ
の
地
盤
の
上
で
こ
そ
展
開
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
哲
学
史
上
の
興
味
の
尽
き
な
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
一
つ
で

あ
る
。

(

三)し
か
し
ス
ア
レ
ス
形
而
上
学
の
固
有
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
方

法
論
的
に
明
確
化
さ
れ
た
哲
学
の
境
位
に
立
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
が

当
然
要
求
す
る
要
請
と
し
て
の｢

存
在
で
あ
る
限
り
で
の
存
在｣

と
い
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う
対
象
の
概
念
そ
の
も
の
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う

問
題
に
対
し
て
は
、
未
だ
そ
れ
に
相
応
し
い
手
立
て
を
提
出
し
て
い

な
い
点
に
あ
っ
た
。
ス
ア
レ
ス
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
は
ト
マ

ス
以
来
の
抽
象
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
背
後
に
〈
創
造
〉
を
置

い
て
の
み
完
結
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
い
ま
だ
、
神
学
と
は

別
乾
坤
を
打
ち
立
て
る
べ
き
形
而
上
学
と
し
て
は
不
徹
底
で
あ
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
形
而
上
学
は
い
ま
だ
神
に
支
え

ens
inquantum

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

存
在
で
あ
る
限
り
の
存
在

。〈

（

〉
と
い
う
概
念
の
テ
ー
マ
化
に
お
い
て
形
而
上
学
の
自
立
の
方

ens

）
向
と
志
向
を
は
っ
き
り
と
示
し
な
が
ら
も
、
根
本
概
念
に
お
い
て
な

お

終
的
な
支
え
を
他
に
仰
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

(

四)

ス
ア
レ
ス
は
『
形
而
上
学
論
叢
』
の
第
二
討
論
に
お
い
て
第
一
討

ens

論
の
結
論
で
あ
る
と
こ
ろ
の
形
而
上
学
の
対
象
と
し
て
の

に
関
し
て
当
然
必
要
に
な
っ
て
く
る
問
題
、
す
な
わ

inquantum
ens

ち
そ
の
よ
う
な
概
念
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
か
と
い
う
点

を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
で
ス
ア
レ
ス
は
た
し
か
に
非
常
に
周
到
で

(

五)

あ
る
と
い
え
る
。
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ス
ア
レ
ス
が

は
っ
き
り
と
こ
の
概
念
は
自
明
で
は
な
く
、
そ
の
形
成
を
き
ち
ん
と

説
明
し
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
形
而
上
学
の
学
的
立
場
の
徹
底
が
遂
行
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
形
而
上
学
の
再
編
成
が
単
に
外
的
形
態
の

み
に
は
止
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
ず
か
ら
そ
の
内
容
に
ま
で
及
ば

ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
考
察
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
ト
マ
ス
に
お
い
て
も
見

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
結
局
、

と
い
う

conceptus

も
の
の
役
割
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

conceptus
form

alis

ス
ア
レ
ス
の
論
点
は
、
ま
ず
、
形
相
的
概
念

と
対
象
的
概
念

の
区
別
と
い
う
中
世
以
来
の

conceptus
objectivus

出
発
点
を
取
っ
て
い
る
。
形
相
的
概
念
と
対
象
的
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ

(

六)

ens
inquantum

ens

概
念
作
用
と
概
念
対
象
と
見
る
べ
き
も
の
で
、

に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
で
一
体
的
な
概
念
を
構

成
し
う
る
能
力
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ス
ア
レ
ス
の
考
察
は
認
識
能
力
の
側
か
ら

行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
ス
ア
レ
ス
の
説
明
の
枠
組
み
を
な
し
て
い
る

の
は
、
近
世
哲
学
が
知
識
・
認
識
の
成
立
を
考
え
る
枠
組
み
と
は
ま

っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
近
世
哲
学
で
は
意
識
と



25／認識か解釈か

外
界
と
い
う
二
つ
の
極
を
立
て
た
う
え
で
、
こ
の
異
質
な
二
極
の
間

に
い
か
に
し
て
関
係
性
が
成
立
す
る
か
と
い
う
問
題
を
設
定
す
る
。

認
識
と
は
こ
の
二
極
の
間
の
関
係
性
の
成
立
の
産
物
で
あ
る
に
他
な

ら
な
い
。
ま
ず
立
て
ら
れ
る
の
は
二
つ
の
極
で
あ
り
、
そ
の
間
に
関

係
が
生
じ
た
と
き
に
、
認
識
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
。
こ
れ
に
反

し
て
中
世
的
な
認
識
観
に
お
い
て
は
、
ま
ず
立
て
ら
れ
る
の
は
認
識

と
い
う
事
態
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
上
で
そ

の
事
実
に
関
し
て
主
観
的
側
面
と
客
観
的
側
面
が
区
別
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

『
形
而
上
学
論
叢
』
の
内
容
は
、
大
き
く
二
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
、
第
一
部
の
全
二
七
章
が
存
在
一
般
を
、
第
二
部
の

全
二
七
章
が
諸
存
在
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
二
部
が
始
ま

る
第
二
八
章
で
は
ま
ず
諸
存
在
を
無
限
な
も
の

と
有
限
な

（
＝
神
）

も
の
に
二
分
す
る
こ
と
か
ら
着
手
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
有
限
無
限

の
区
分
よ
り
以
前
の
、
そ
の
区
別
を
も
超
越
し
た
、
し
た
が
っ
て
神

を
す
ら
下
位
区
分
の
ひ
と
つ
と
す
る
存
在
一
般
を
正
面
か
ら
取
り
扱

う
「

形
而
上
学
」
と
い
う
も
の
が
始
め
て
明
確
に
形
を
取
っ

（
一
般
）

て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
に
創
造
者
と
被
造
物
と
の
区
別
を
超
え
た

存
在
一
般
と
い
う
概
念
が
始
め
て
テ
ー
マ
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

七)

と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
ス
ア
レ
ス
は
決
し
て
形
而
上
学
史
の
革
新

を
目
指
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
コ
イ
ン
ブ
ラ
大
学
で
形
而
上
学
を
講

義
す
る
に
際
し
て
、
従
来
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
に

対
す
る
ラ
ン
ニ
ン
グ
・
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
ス
タ
イ
ル
が
彼
に
と
っ
て

は
自
己
の
経
験
か
ら
も
納
得
の
行
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
鑑

み
、
テ
キ
ス
ト
を
論
理
的
に
再
構
成
し
た
、
と
い
う
の
が
真
相
で
あ

る
。
遡
っ
て
い
う
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
自
体
が

も
と
も
と
一
冊
の
書
物
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
講
義

ノ
ー
ト
で
あ
り
、
む
し
ろ
論
文
集
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
そ
こ
に
一
体
的
な
テ
ー
マ
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
な
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
形
而
上
学
は
学
と
い
う
よ
り
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の

が
中
世
か
ら
ス
ア
レ
ス
ま
で
の
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス

、

、

、

ア
レ
ス
の
再
構
成
は

結
果
的
に

形
而
上
学
に
そ
の
対
象
を
与
え

そ
れ
に
よ
っ
て
一
つ
の
学
と
し
て
の
体
裁
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
結
果
的
に
ス
ア
レ
ス
は
形
而
上
学
を
学
と
し
て
確
立
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
劇
的
な
結
果
を
生
ん
だ
。
形
而
上
学
が
古
代
末
以
来

の
由
緒
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
現
在
形
而
上
学
と
オ
ー
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「

」

ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

存
在
論

(
)

ontologia

（
因
み
に
、
こ
の

と
い
う
言
葉
は
一
七
世
紀
初
頭
の
新
造
語
で
あ
る
。

語
の
初
期
用
例
を
示
す
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
ロ
フ
は
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
大
学

ス
ア
レ
ス
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
一
つ
の
学
と
し

の
教
授
だ
っ
た

）
。

(
八)

て
の
体
裁
を
得
た
形
而
上
学
は
、
ご
く
自
然
に
そ
の
内
容
と
体
系
と

を
よ
り
直
裁
に
表
現
し
た
新
名
称
と
し
て
の

を
生
み
出
し

ontologia

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
形
而
上
学
と
存
在
論
と
は
ど
ち
ら
が
表
に

（
一
八
世
紀

出
て
も
よ
い
一
体
化
し
た
概
念
お
よ
び
タ
ー
ム
と
な
る
。

の
講
壇
哲
学
で
は
、

主
著
の
タ
イ
ト
ル
は
ヴ
ォ
ル
フ
で
は

、
バ

O
ntologia

ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
で
は

に
な
っ
て
い
る
が
、
題
材
上
の
相
違
は

M
etaphysica

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
〈
存
在
論
〉
と
い
う
タ

特
に
認
め
ら
れ
な
い

）
。

ー
ム
と
概
念
の
登
場
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
は
神
学
か
ら
の

終
的

独
立
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

た
だ
し
存
在
論
の
内
実
そ
の
も
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の

も
の
を
踏
襲
し
て
お
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
や
超
範
疇
論
が
そ
の
中
心

を
な
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
で
あ
る
の
は
、
内
容
で
は
な

い
。
創
造
に
裏
打
ち
さ
れ
た
神
学
と
そ
れ
へ
の
序
論
と
し
て
の
中
世

的
形
而
上
学
で
は
な
く
、
独
自
の
観
点
と
し
て
の
、
し
か
も
、
中
世

的
形
而
上
学
と
同
じ
く
、
一
切
万
有
を
視
野
に
入
れ
て
語
ろ
う
と
す

る
場
所
が
存
在
論
と
い
う
名
称
の
造
語
と
確
立
に
よ
っ
て
切
り
開
か

れ
、
そ
し
て
い
わ
ば
制
度
的
に
固
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
よ
り
重

要
で
あ
る
。
こ
の
場
所
に
充
塡
さ
れ
る
べ
き
内
実
そ
の
も
の
は
暫
定

的
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ト
マ
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ

れ
と
一
体
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
内
実

を
捨
て
水
準
を
継
承
す
る
野
心
こ
そ
、
近
世
哲
学
を
生
み
出
し
た
の

で
あ
る
。

こ
の
点
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
次
の
よ
う
な
事
実
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
は
自
然
領
域
を
対
象
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
当
然
近
世
に
お
い
て
は
、
自
然
学
と
競

（
ガ
リ
レ
オ
の
『
新
科
学
対
話
』
お
よ
び
『
天
文
対
話
』

合
関
係
に
入
る
。

こ
の
状
況
に
お
け
る
対
処
法
と

が
そ
の
状
況
の

高
の
証
言
で
あ
る

）
。

し
て
、
形
而
上
学
の
一
部
門
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
が
扱
っ
た
領

域
は
も
は
や
自
然
学
に
譲
っ
て
存
在
論
を
自
然
学
と
の
競
合
か
ら
解

放
し
、
別
に
存
在
論
固
有
の
テ
ー
マ
を
確
保
す
る
と
い
う
戦
略
が
生

ま
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
代
わ
っ
て
存
在
論
の

後
的

拠
点
と
さ
れ
た
の
が
中
世
起
源
の
「
超
範
疇

」
で
あ

transcendentia

る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
者
の
存
在
の
仕
方
を
類
別
し
て
分
割
す
る

も
の
で
あ
る
の
に
反
し
、
超
範
疇
は
一
切
の
存
在
者
に
同
時
に
複
数
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unum
,

verum
,

bonum
,

が
当
て
嵌
ま
る
も
の
で
あ
る
。（
ト
マ
ス
で
は

こ
う
し
て
こ
こ
に
自
然
学
で

aliquid,
res,

pulchrum

が
挙
げ
ら
れ
る

）。

は
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
従
っ
て
存
在
論
と
い
う
学
の
固
有

性
を
保
証
す
る
対
象
が
同
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し

こ
れ
は
存
在
論
の
内
実
が
き
わ
め
て
無
味
乾
燥
な
も
の
と
な
る
と
い

T
ran-

う
こ
と
を
伴
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
存
在
論
の
超
範
疇
論

へ
の
凝
縮
と
い
う
傾
向
は
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー

szendentalienlehre

ト
し
て
、

と
い
う
よ
う
な
概
念

supertranscendentalia
（
超
超
範
疇
）

の
加
上
す
ら
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
近
世
哲
学
の
代
表
者
た
ち
が

(

九)

異
口
同
音
に
も
ら
す
講
壇
哲
学
へ
の
嫌
悪
は
ひ
と
つ
に
は
こ
の
よ
う

な
煩
瑣
性
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
一
六
世
紀
末
の
ス
ア
レ
ス
に
よ
る
形
而
上
学
の

再
編
成
は
、
存
在
論
の
登
場
と
そ
の
内
容
の
超
範
疇
へ
の
凝
縮
と
い

う
帰
結
ま
で
を
一
気
に
も
た
ら
し
た
。
そ
の
後
ス
ア
レ
ス
に
源
を
発

す
る
新
形
而
上
学
＝
存
在
論
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
勢
力
に
よ
っ
て
近
世

に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
哲
学
の
支
柱
と
い
う
地
位
を
確
立
し
て
現
在

に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
と
は
別

の
分
岐
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
を
離
れ
逆
説
的
に
も
一
七
世
紀

始
め
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
ド
イ
ツ
に
移
植
・
継
承
さ
れ
て
新
し
く

ド
イ
ツ
講
壇
哲
学
に
変
貌
し
て
独
自
の
歩
み
を
始
め
た
。
こ
れ
が
カ

ン
ト
に
ま
で
続
く
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
の
伝
統
の
発
祥
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
と
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
近
世
的
正
統
と
そ
の
継
承
者
と
し

て
の
近
世
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
は
こ
う
し
て
同
じ
発
端
を
も
っ
て

形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
形
而
上
学
は
近
世
哲
学
を
、

特
に
そ
の
主
観
主
義
的
傾
向
に
関
し
て
全
体
と
し
て
ま
た
断
固
と
し

て
否
定
す
る
姿
勢
を
特
徴
と
す
る
時
期
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な

観
点
か
ら
見
れ
ば
、
近
世
哲
学
と
は
ル
ー
ツ
を
等
し
く
し
て
い
る
。

、

、

の
み
な
ら
ず

実
は
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
ド
イ
ツ
講
壇
哲
学
は

も
と
の
形
而
上
学
よ
り
さ
ら
に
野
心
的
な
も
の
と
し
て
成
立
し
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
創
造
者
と
被
造
物
を
超
え
た
存
在
一
般
の
レ
ヴ
ェ
ル

と
は
そ
の
後
の
、
特
に
ド
イ
ツ
の
講
壇
哲
学
と
し
て
の
展
開
に
お
い

て
、
存
在
を
〈
可
能
性

〉
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
捉
え

（possibilitas

）

る
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
捉
え
ら
れ

〈
現

、

実
的
な
る
も
の
〉
よ
り
も
広
大
な
領
域
を
存
在
論
は
対
象
と
す
る
と

い
う
自
覚
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る

「
可
能
で
あ
る
限
り
の
可
能
な

。

る
も
の
」
こ
そ
が
存
在
論
の
対
象
だ
と
い
う
ヴ
ォ
ル
フ
の
定
義
に
お

い
て
、
ス
ア
レ
ス
的
発
端
が
含
意
し
た
こ
と
は
完
璧
に
実
現
さ
れ
た

。

「

」

、〈

〉

と
い
え
る

こ
の
意
味
で
の

可
能
な
る
も
の

こ
そ
は

創
造
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を
完
全
に
無
用
化
し
た
近
世
形
而
上
学
＝
存
在
論
の
固
有
対
象
な
の

で
あ
る
。

(
一
〇)

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
存
在
論
に
は
根
本
的
な
問

題
が
付
き
纏
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
超
範
疇
に
代
表
さ
れ
る
存

在
論
の
視
野
は
本
来

〈
創
造
〉
と
い
う
究
極
根
拠
に
よ
っ
て
支
え

、

。

〈

〉

ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る

と
こ
ろ
が
近
世
的
形
而
上
学
は

創
造

ens
inquantum

ens

を
度
外
視
す
る
こ
と
で
そ
の
水
準
と
し
て
の

を
達
成
し
た
。
ス
ア
レ
ス
で
は
も
ち
ろ
ん
結
局
ス
コ
ラ
哲
学
と

reale

し
て
神
学
の
存
在
は
前
提
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
形
而
上
学
は
背
景

と
し
て
の
神
学
に
依
存
し
て
い
る
た
め
こ
の
問
題
は
表
面
化
し
な
く

て
済
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
神
学
と
は
別
乾
坤
を
樹
立
し
た
存
在
論

に
お
い
て
は
そ
の
根
拠
が
実
は
既
に
失
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
存
在
論
そ
の
も
の
は
一
切
万
象
を
語
る
と
い
う

そ
の
標
榜
す
る
場
所
の
後
ろ
盾
を
差
し
当
た
り
持
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
は

〈
創
造
〉
を
排
除
す
る
た
め
に
現
れ
て
こ
ざ
る

、

を
得
な
か
っ
た
「

可
能
な
る
も
の
〉
の
全
体
」
と
い
う
あ
ま
り
に

〈

も
広
大
無
辺
な
視
野
は
い
か
に
し
て
確
保
さ
れ
得
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
形
而
上
学
の
新
し
く
指
定
さ
れ
た
対
象
は
こ
の
ま
ま
で

は
さ
ら
に
大
き
な
困
難
を
持
ち
込
む
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う

か
。こ

こ
で
存
在
論
の
場
所
に
盤
居
し
つ
つ
も
上
述
の
よ
う
な
存
在
論

の
〈
煩
瑣
哲
学
〉
的
内
実
を
継
承
し
よ
う
と
は
し
な
い
近
世
哲
学
に

と
っ
て
の

大
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
近
世
哲
学
は
存
在
論
の
水

準
を
保
持
し
つ
つ
、
し
か
も
、
存
在
論
の
内
実
と
し
て
は
伝
統
的
な

も
の
を
捨
て
て

〈
可
能
な
る
も
の
〉
と
い
う
全
く
新
し
い
内
容
を

、

盛
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
是
非
と
も
、
こ
の
水
準
自
体
は
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

「
い
か
に
し
て
存
在
論
は
可

、

能
か

」
と
い
う
問
題
が
近
世
哲
学
に
対
し
て
生
じ
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
結
局
は
、
認
識
論
の
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
て
近
世
哲

学
そ
の
も
の
か
ら
見
る
と
脇
筋
に
な
る
近
世
の
講
壇
哲
学
の
展
開

が
、
近
世
哲
学
そ
の
も
の
を
も
発
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
課
題
を
背
負
っ
た
近
世
哲
学
が
自
己
の
水
準
そ
の
も
の

を
基
礎
付
け
よ
う
と
し
て
、
つ
ま
り
、
旧
形
而
上
学
を
水
準
の
面
で

継
承
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
新
た
に
発
見
し
た
の
が

近
世
哲
学
固
有
の
意
味
で
の
〈
観
念
〉
な
い
し
〈
表
象
〉
で
あ
り
、

そ
れ
を
通
じ
て
の
こ
れ
ら
の
タ
ー
ム
が
指
示
す
る
場
所
へ
の
形
而
上

学
の
集
約
で
あ
っ
た
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

近
世
初
期
の
形
而
上
学
に
い
ま
だ
残
っ
て
い
た
上
述
の
不
徹
底
性
を
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清
算
し
た
の
が
ス
ア
レ
ス
の
『
形
而
上
学
論
叢
』
の
ち
ょ
う
ど
半
世

（
一
六
四

紀
後
に
現
れ
た
デ
カ
ル
ト
の
『
第
一
哲
学
に
関
す
る
省
察
』

な
の
で
あ
る
。

七
）デ

カ
ル
ト
は
形
而
上
学
の
自
立
性
と
い
う
必
須
の
一
点
を
極
め
て

明
瞭
に
意
識
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
の
は
、
形
而
上

学
に
お
い
て
創
造
に
対
す
る
一
切
の
依
存
性
と
連
続
性
か
ら
脱
却
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
デ
カ
ル
ト
は
創
造
に
関
す
る
永
遠
真
理

創
造
説
お
よ
び
連
続
創
造
説
と
い
う
観
点
の
採
用
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
し
た
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。

(

一
一)

二
つ
の
説
は
い
ず
れ
も
中
世
に
お
い
て
既
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
中
世
後
期
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
哲
学
者
オ
ッ
カ
ム
を

は
じ
め
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
神
学
で
は
神
の
全
能
を
強
調
す
る
た

め
に
永
遠
真
理
す
ら
自
存
す
る
も
の
で
は
な
く
神
の
意
志
に
よ
っ
て

初
め
て
確
定
し
、
ま
た
変
更
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
が
登
場
し

て
い
た
。
連
続
創
造
説
は
更
に
こ
れ
を
過
激
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

(

一
二)

世
界
は
神
が
瞬
間
ご
と
に
創
造
す
る
こ
と
で
初
め
て
成
り
立
っ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
存
立
を
持
た
な
い
と
す
る
学

説
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
の
哲
学
と
神
学
の
場
に
お
い
て
は
こ
の

説
は
あ
く
ま
で
も
神
の
全
能
と
超
越
性
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
通
し
て
知
に
対
す
る
信
の
優
位
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(

一
三)

こ
れ
に
反
し
て
デ
カ
ル
ト
で
は
ま
っ
た
く
違
う
目
的
の
た
め
に
こ

れ
ら
の
説
は
活
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
デ
カ
ル
ト
が
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
極
端
な
説
を
採
っ
た
の
か
は
普
通
の
デ
カ
ル
ト
解
釈
の
中

で
は
理
解
し
に
く
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
全
体
と
し
て
の
デ

カ
ル
ト
哲
学
の
な
か
で
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
過
激
な
学
説
が
必
要
と
さ

れ
た
の
か
は
、
決
し
て
判
然
と
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
う
ま
く
組

み
込
む
こ
と
が
難
し
い
困
っ
た
部
品
と
い
う
印
象
さ
え
持
つ
。
伝
統

的
に
は
こ
の
面
に
一
切
触
れ
な
い
デ
カ
ル
ト
解
説
さ
え
行
わ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
中
世
の
哲
学
と
神
学
で
こ
れ
ら
の
学
説
が
持
っ

て
い
た
意
味
を
そ
の
ま
ま
デ
カ
ル
ト
で
も
適
用
し
よ
う
と
す
る
か
ら

生
じ
て
く
る
事
態
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル

ト
は
中
世
の
思
想
的
遺
産
の
う
ち
か
ら
自
分
の
論
点
を
説
く
上
で
必

要
な
も
の
を
自
由
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
き
た
面
が
あ
る
。
し
た
が

(

一
四)

っ
て
も
と
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
そ
れ
ら
が
持
っ
て
い
た
意
味
と
デ
カ

ル
ト
の
文
脈
で
の
目
的
の
間
に
は
ズ
レ
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
。
で

は
デ
カ
ル
ト
は
、
な
ぜ
、
な
ん
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
学
説
を
利
用

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
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デ
カ
ル
ト
は
上
述
の
よ
う
な
形
而
上
学
の
完
全
な
自
立
と
い
う
課

題
の
達
成
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
学
説
を
必
要
と
し
た
の
だ
と
わ
れ
わ

れ
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
永
遠
真
理
被
造
説
と
連
続
創
造
説
は
、
そ

れ
ら
が
主
張
す
る
被
造
物
と
造
物
主
と
の
完
全
な
断
絶
を
通
し
て
、

被
造
物
が
世
界
を
認
識
す
る
上
で
い
か
な
る
意
味
で
も
既
存
の
手
が

か
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
を
を
明
瞭
な
ら
し
め
る

た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
説
を
受
け
入
れ
る

こ
と
に
お
い
て
、
被
造
物
の
側
か
ら
造
物
主
を
規
定
す
る
た
め
の
い

か
な
る
既
成
の
手
が
か
り
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
宣
言
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
形
而
上
学
は
自
己
の
目
的
を
達
成
す
る
上

で
、
そ
の
た
め
の
手
立
て
を
自
己
の
う
ち
で
完
全
に
準
備
し
、
基
礎

付
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て

は
、
ス
ア
レ
ス
に
比
べ
て
遥
か
に
、
形
而
上
学
の
方
法
な
い
し
手
段

の
問
題
が
尖
鋭
化
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
〈
観
念
〉
論
が
出
て
く

る
の
は
正
に
こ
の
場
面
で
あ
り
、
こ
の
状
況
を
引
き
受
け
る
こ
と
で

(

一
五)

は
じ
め
て
問
わ
れ
る
の
が
近
世
哲
学
的
な
意
味
で
の
〈
認
識
〉
の
問

題
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
言
わ
ば
〈
認
識
〉
の
次
元
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
探

求
と
い
う
観
点
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
『
第
一
哲
学
に
関
す
る
省
察
』

を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
省
察
の
有
名
な
「
蜜
蝋
の
比
喩
」
の

意
味
す
る
も
の
は
、
結
局
、
物
体
の
認
識
の
可
能
性
は
精
神
の
認
識

と
存
在
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
体
的
事
物

の
認
識
に
お
い
て
こ
そ
そ
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
の
精
神
の
役

割
を
顕
在
化
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
体
を
認
識
し
て
い
る
限
り
必

ず
精
神
の
存
在
が
確
証
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
コ
ギ
ト
の
優
位

を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
〈
認
識
〉
の
次
元
の
同
定
に
ほ
か
な
ら

な
い

『
省
察
』
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
こ
の
あ
と
、
こ
の
例
に
お

。

い
て
示
さ
れ
た
精
神
の
存
在
を
梃
子
と
し
て
神
へ
と
話
が
進
み
、
神

の
存
在
証
明
を
経
て
再
び
物
体
的
な
も
の
の
存
在
証
明
が
行
わ
れ
る

の
で
、
こ
の
「
蜜
蝋
の
比
喩
」
は
い
わ
ば
着
手
点
と
も
い
え
る
が
、

第
二
省
察
で
の
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
論
点
は

『
純
粋
理
性
批
判
』
の

、

超
越
論
的
演
繹
論
と
の
類
似
に
お
い
て
そ
れ
と
は
独
立
し
た
認
識
論

的
な
意
味
を
持
ち
う
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
に
止
ま
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
あ
く
ま
で
も
例

証
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
に
は
必
要
な
全
面
性

が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
全
面
的
に
精
神
が
基
礎
を
な
す
と
い

う
論
証
が
行
わ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
精
神

の
う
ち
に
こ
の
全
面
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
神
が
続
い
て
見
出
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さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
省
察
の
目
的
は
こ
の
点
の
確
保
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
こ
そ

が
勝
義
の
〈
観
念
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ

る
。
こ
の
ゆ
え
に
精
神
は
精
神
た
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
神
の
観
念

は
そ
の
構
造
に
お
い
て
、
有
限
的
な
も
の
の
背
後
に
見
出
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
正
に
そ
の
点
に
お
い
て
、
観
念
の
観
念
性
を
自
覚
さ
せ

る
も
の
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
神

の
観
念
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
実
は
同
時
に
、
内
蔵
さ
れ
た

こ
の
構
造
の
ゆ
え
に
、
観
念
に
対
し
て
そ
の
原
因
が
存
在
す
る
こ
と

を
示
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
神
の
観
念
と
し
て
の
役
割
は
二
重
に
あ
る
。
ま
ず
第
一

に
上
に
見
た
よ
う
に
、
無
限
者
の
観
念
と
し
て
そ
の
他
の
有
限
者
の

観
念
に
対
し
て
観
念
性
を
自
覚
さ
せ
る
根
拠
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、

他
方
、
無
限
者
の
観
念
の
原
因
は
外
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
通
じ
て
、
根
拠
関
係
を
基
盤
と
し
て
諸
観
念
に
対
し
て
外
的
事

象
と
の
関
係
性
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
造
に
の
っ
と
っ
て

可
能
と
な
る
観
念
の
外
部
に
お
い
て
こ
そ
、
本
来
の
神
と
そ
の
創
造

が
可
能
と
な
る
。

第
三
省
察
で
の
神
の
証
明
の
ほ
か
、
第
五
省
察
で
も
神
の
存
在
証

明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
両
者
は
ど
う
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
上
に

見
た
よ
う
に
第
三
省
察
の
ア･

ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
証
明
の
対
象
と
な

っ
た
神
は
も
っ
ぱ
ら
認
識
の
基
礎
付
け
と
い
う
場
面
で
働
く
神
で
あ

realitas

っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
な
る
観
念
が

を
持
つ
所
以
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し

form
alis

更
に
重
大
で
あ
る
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
形
而
上
学
の
地
盤
が
確
保
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
形
而
上
学
の
学
と
し
て
の
独
立
が
必
要
と
す
る

形
而
上
学
の
対
象
の
全
体
性
が
、
第
三
省
察
で
証
明
の
対
象
と
さ
れ

た
神
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
形
而
上

学
の
構
成
に
お
け
る
一
般
形
而
上
学
の
成
立
を
意
味
す
る
の
が
第
三

省
察
で
証
明
さ
れ
た
神
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
五
省
察
で
ア･

プ
リ
オ
リ
に
証
明
さ
れ
る
神
は
、
第
三
省
察
で
証
明
さ
れ
た
神
の
持

っ
た
基
礎
付
け
的
使
命
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
本
来
の
神
、
つ
ま
り
、

そ
の
概
念
内
容
に
即
し
て
考
え
ら
れ
る
神
で
あ
り
、
こ
れ
は
特
殊
形

而
上
学
の
対
象
と
し
て
の
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
神
は
一
般
形
而
上
学

を
可
能
に
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
特
殊
形
而
上
学
の
一
テ
ー
マ
と

ens
inquantum

し
て
の
神
が
可
能
に
な
っ
た
。
ス
ア
レ
ス
の
残
し
た

を
捉
え
る
べ
き
水
準
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
神
に
よ
っ

ens
reale
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て
、
た
だ
し
〈
内
な
る
観
念
〉
と
し
て
の
神
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
先
に
見
た
よ
う
な
状
況
を
引
き
受
け
る
こ
と
に

お
い
て
現
わ
れ
た
〈
認
識
〉
と
し
て
の
形
而
上
学
は
、
デ
カ
ル
ト
で

は
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
成
就
し
た
。
し
か
し

〈
内
な
る
観
念
〉

、

と
し
て
の
神
は
、
は
た
し
て
特
殊
形
而
上
学
の
対
象
と
し
て
の
神
と

直
ち
に
同
一
視
さ
れ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り

〈
認
識
〉
は

、

成
就
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
更
に
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
神
な
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
課
題
が
あ
っ
た
。

二

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る

形
而
上
学
の
成
就

こ
う
し
て
ス
ア
レ
ス
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
自

覚
と
方
向
付
け
が
お
こ
な
わ
れ
た
近
世
哲
学
の
問
題
の

終
解
決
こ

そ
が
、
カ
ン
ト
哲
学
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
カ
ン

(

一
六)

ト
哲
学
は
近
世
哲
学
＝
形
而
上
学
の
問
題
と
し
て
の
〈
認
識
〉
の
問

題
の

終
解
決
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
哲
学
の
近
世
哲
学
＝
形
而

上
学
上
の
固
有
の
性
格
を
決
定
し
て
い
る
の
が
〈
物
自
体
〉
と
い
う

概
念
で
あ
る
。
物
自
体
は
こ
の
意
味
で
純
粋
に
形
而
上
学
の
概
念
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
存
在
論
的
解
釈
」
と
い
う
よ
う

な
カ
ン
ト
解
釈
上
の
特
定
の
立
場
が
考
え
る
意
味
の
そ
れ
で
は
な

い
。
こ
の
点
を
説
明
す
る
た
め
に
以
下
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
解
釈
史

上
の
問
題
に
や
や
詳
し
く
立
ち
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

新
カ
ン
ト
派
の
カ
ン
ト
解
釈
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
て
い
た
の
は

一
九
二
〇
年
代
ま
で
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
新
カ
ン
ト
派
は
カ
ン
ト

を
整
理
し
純
化
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
傾
向
は
こ
こ
で
問
題
に
し
よ

う
と
し
て
い
る
物
自
体
概
念
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
特
に

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
物
自
体
論
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
特
徴
は
物
自
体
を
で
き
る
だ
け
内
在
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
と

い
え
よ
う
。
あ
た
う
限
り
実
在
的
な
も
の
と
い
う
色
彩
を
奪
っ
て
、

限
界
概
念
と
し
、
究
極
的
に
は
コ
ー
ヘ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
認
識

の
自
己
運
動
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
る
。
つ
ま
り
認
識
論
か
ら
論
理
学

へ
と
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
自
体
概
念
の
純
化
と
解

消
の
道
の
た
ど
り
着
い
た

後
の
形
態
は
コ
ー
ヘ
ン
の｢

根
源
の
判

断｣
に
求
め
ら
れ
る

ま
た
、
こ

。（

純
粋
認
識
の
論
理
学
』
一
九
〇
二
）

『

の
方
向
に
お
け
る
物
自
体
問
題
の
カ
ン
ト
解
釈
と
し
て
の

も
明
晰

（
一
九

な

後
的
形
態
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
『
認
識
問
題
』
第
二
巻
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〇
六
）

（
一
九

中
の
カ
ン
ト
叙
述
お
よ
び
『
カ
ン
ト
の
生
涯
と
学
説
』

に
見
ら
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
八
）

こ
れ
に
対
し
て
物
自
体
概
念
に
実
在
性
を
奪
還
し
よ
う
と
し
た
の

が
一
九
二
四
年
の
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
の
二
つ
の
論
文
で
あ
る
。
こ
れ
は

(

一
七)

カ
ン
ト
の
形
而
上
学
的
背
景
の
強
調
と
い
う
仕
方
で
理
解
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
認
識
論
か
ら
論
理
学
へ
と
い
う
方
向
で
新
カ
ン
ト
派
の
カ

ン
ト
解
釈
が
展
開
し
て

終
形
態
に
ま
で
た
ど
り
着
い
た
の
に
対

し
、
そ
こ
で
洗
い
落
と
さ
れ
た
部
分
と
し
て
の
形
而
上
学
を
逆
に
前

景
に
押
し
出
そ
う
と
し
た
点
で
新
鮮
さ
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
こ
で
は
形
而
上
学
＝
実
在
論
的
カ
ン
ト
解
釈
と
い
う
リ
ン
ケ

ー
ジ
が
自
明
化
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
を
形
而
上
学
の
系
譜
に
お
い

て
見
る
と
い
う
点
で
わ
れ
わ
れ
と
接
点
を
持
つ
こ
の
解
釈
は
、
し
か

し
、
看
過
で
き
な
い
難
点
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
解
釈
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
の
盟
友
ニ
コ
ラ

『

』

。

イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の

認
識
形
而
上
学
綱
要

で
あ
る

（

）

一
九
二
一

こ
れ
は
認
識
を
ひ
と
つ
の
存
在
関
係

と
見
な
す
と
い

S
einsrelation

う
視
座
の
転
換
で
、
認
識
論
を
形
而
上
学
と
読
み
か
え
る
こ
と
を
図

る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
自
身
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
派
の
カ
ン
ト

主
義
か
ら
存
在
論
へ
の
転
向
を
果
た
す
契
機
と
も
な
っ
た
書
で
あ

る
。
こ
の
論
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
カ
ン
ト
の

テ
キ
ス
ト
、
特
に
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
に
現
れ
た
夥
し
い
存
在
論
的

、〈

〉

個
所
を
カ
ン
ト
解
釈
上
一
挙
に
活
か
し
て

形
而
上
学
者
カ
ン
ト

と
い
う
新
し
い
像
を
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
解
釈
は
単
に
カ
ン
ト
に
内
在
す
る
だ
け
で
成
立
し
た
解
釈

で
は
な
い
。

同
じ
こ
ろ
、
新
カ
ン
ト
派
と
は
関
係
が
な
く
ま
た
本
来
カ
ン
ト
研

（
一

究
者
で
も
な
い
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ン
ト
が
『
形
而
上
学
者
カ
ン
ト
』

を
書
い
て
、
こ
の
カ
ン
ト
解
釈
上
の
大
転
回
に
脇
か
ら
棹

九
二
四
）

を
差
し
た
。
ヴ
ン
ト
は
特
定
の
哲
学
的
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
む
し

ろ
〈
超
感
性
的
な
も
の
〉
へ
の
憧
憬
こ
そ
ド
イ
ツ
の
哲
学
的
伝
統
な

り
と
い
う
独
自
の
国
粋
主
義
的
な
観
点
か
ら
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た

新
カ
ン
ト
派
的
＝
啓
蒙
主
義
的

カ
ン
ト
像

(

つ
ま
り
、
ワ
イ
マ
ー
ル
的)

の
刷
新
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
本
書
以
後
ヴ
ン
ト
は
一
七
世
紀
以

来
の
ド
イ
ツ
講
壇
形
而
上
学
の
歴
史
を
書
き
つ
ぎ
、
そ
の
「
伝
統
の

発
明

」
作
業
を
第
二
次
世
界
大
戦
の
さ
な
か

（invention
of

tradition

）

に
完
成
す
る
。
こ
れ
は
学
問
的
と
い
う
よ
り
言
わ
ば
世
界
観
の
レ
ヴ

(

一
八)

ェ
ル
に
カ
ン
ト
哲
学
を
置
い
た
研
究
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
批
判
が
形
而
上
学
の
歴
史
上
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
語
る
の
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は
、
た
し
か
に
そ
の
物
自
体
の
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
批
判

の
物
自
体
概
念
は
存
在
論
的
カ
ン
ト
解
釈
が
考
え
た
よ
う
に
、
そ
れ

が
実
在
的
な
意
味
を
も
つ
ゆ
え
に
形
而
上
学
の
概
念
で
あ
る
の
で
は

な
い
。
形
而
上
学
の
〈
内
容
〉
に
対
応
す
る
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
む

し
ろ
形
而
上
学
の
〈
水
準
〉
に
対
応
す
る
あ
り
方
の
ゆ
え
に

『
純

、

粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
〈
物
自
体
〉
と
い
う
概
念
は
形
而
上
学
の

歴
史
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
物
自
体
概
念
は
第
一
批
判
の

中
に
お
い
て
も
非
常
に
多
義
的
な
い
し
多
面
的
で
あ
り
、
存
在
論
的

解
釈
で
あ
ろ
う
と
そ
の
他
の
解
釈
で
あ
ろ
う
と
、
特
定
の
ア
ス
ペ
ク

ト
の
み
を
そ
の
本
質
と
見
て
他
を
捨
て
る
方
法
は
受
け
入
れ
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
物
自
体
が
近
世
的
形
而
上
学
の

課
題
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
の
か
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
概
念
は
、
一
六
世
紀
末
ス
ア
レ
ス
に
お

い
て
再
出
発
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
圏
に
移
入
さ
れ
た
新
形
而
上
学

「

」

の
課
題
で
あ
る

存
在
で
あ
る
限
り
で
の
存
在

ens
inquantum

ens

の
水
準
を
近
世
哲
学
が
追
求
す
る
作
業
そ
の
も
の
の
、
カ
ン
ト
に
お

け
る
現
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
ス
ア
レ
ス
の

後
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
永
遠
真
理
被
造
説
な
ら
び
に
連
続
創
造
説

の
採
用
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
そ
の
超
越
的
な
存
在
性
格
が
強
調
・

確
定
さ
れ
た

〈
形
而
上
学
的
認
識
〉
の
対
象
の
カ
ン
ト
的
把
握
に

、

他
な
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
ス
ア
レ
ス
の
水
準
を
継
承
し
つ

つ
、
し
か
も
ス
ア
レ
ス
的
な
神
学
と
の
、
す
な
わ
ち
〈
創
造
〉
と
の

癒
着
を
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識

に
対
す
る
超
越
性
が
強
調
さ
れ
た
世
界
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
成
就
し
え
た
形
而
上
学
的
認
識
こ
そ
が
近
世
的
形
而
上
学
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
認
識
に
対
し
て
絶
対
的
に
超
越
し
た
世
界
の
、
観

念
に
よ
る
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
認
識
と
い
う
不
可
能
な
認
識
の
成

(

一
九)

就
こ
そ
が
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
な
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
〈
物
自
体
〉
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
近
世
的
形
而
上
学

と
い
う
〈
不
可
能
な
認
識
〉
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
当

初
に
お
け
る
厳
存
こ
そ
が
近
世
的
形
而
上
学
が
置
か
れ
た
境
位
を
確

定
す
る
た
め
に
必
須
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
形
而

上
学
を
成
就
す
る
た
め
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
取
ら
れ
た
方
策
が
〈
物

自
体
〉
の
、
認
識
の
対
象
へ
の
、
つ
ま
り
現
象
へ
の

〈
変
成
〉
に

、

他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
概
念
の
内
容
が
空
虚
化
す
る
こ
と

。

、

こ
そ
が
す
な
わ
ち
形
而
上
学
の
成
就
に
ほ
か
な
ら
な
い

そ
れ
ゆ
え

物
自
体
概
念
の
空
虚
化
、
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
に
お
け
る
〈
現
象
〉
概
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念
の
完
成
こ
そ
が
〈
認
識
〉
と
し
て
の
近
世
的
形
而
上
学
の
成
就
な

の
で
あ
る
。

だ
か
ら
第
一
批
判
の
解
釈
に
お
い
て
喧
し
く
論
じ
ら
れ
る
物
自
体

概
念
の
多
義
性
も
ま
た
上
述
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

実
際
に
こ
の
方
策
に
よ
っ
て
整
理
し
、
統
一
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

(

二
〇)

い
ま
簡
単
に
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
第
一
批
判
は
大
略
三
段
階
を
経

て
物
自
体
概
念
の
空
虚
化
を
図
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
感
性
論
、

分
析
論
、
弁
証
論
の
三
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
パ
ー
ト
は
そ
れ
ぞ

れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
の
〈
物
自
体
〉
を
相
手
に
し
、
そ
の
仮
象

、〈

〉

、

性
を
明
ら
か
に
し

現
象

の
う
ち
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て

全
体
と
し
て
の
物
自
体
概
念
の
内
実
を
次
々
と
空
虚
化
し
て
、
形
而

上
学
の
成
就
へ
と
ス
テ
ッ
プ
・
バ
イ
・
ス
テ
ッ
プ
に
歩
み
を
進
め
る

の
で
あ
る
。

感
性
論
で
は
、
眼
前
の
対
象
が
そ
の
ま
ま
物
自
体
で
あ
る
と
い
う

段
階
が
、
時
間
・
空
間
が
直
観
の
形
式
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
論
証
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
物
自
体
の
用
法
が
こ
の
後
変
更
さ
れ
、
こ
の
あ
と
は
、
つ
ま

り
分
析
論
で
は

「
現
象
の
背
後
に
あ
る
も
の
」｢

現
象
の
根
底
に
あ

、

（
〈

〉

る
も
の｣

と
い
う
意
味
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

悟
性V

erstand

。
こ
れ
に
よ
っ
て
物
自
体
は
一
歩

に
対
応
し
た
、
第
二
段
階
の
物
自
体
）

後
退
し
た
と
い
え
る
。
現
象
と
い
う
定
義
上
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
対

象
と
な
る
も
の
の
領
域
が
感
性
論
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
第
一
段
階
の

物
自
体
の
消
滅
に
よ
っ
て
、
ま
ず

初
に
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
第
二
段
階
の
物
自
体
も
ま
た
分
析
論
に
よ
っ
て
思
考
の
形
式
と

し
て
吸
収
さ
れ
る
。
更
に
弁
証
論
が
理
性
と
関
係
付
け
ら
れ
た
物
自

体
を
処
理
す
る

。

（
第
三
段
階
の
物
自
体
）

の
み
な
ら
ず
、
物
自
体
概
念
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
更
に
、
近
世
形

而
上
学
の
完
成
な
ら
び
に
完
結
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
形
而
上
学
で
あ
り
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
形
而
上
学
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
な
全
存
在
な
い
し
文
化
分
野
の
包
括
的
認
識
、
つ
ま
り

認
識
の
秩
序
へ
の

終
的
な
包
摂
で
は
な
く
、
逆
に
近
世
的
な
諸
分

野
の
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ー
、
つ
ま
り
認
識
の
秩
序
の
一
元
的
支
配
か
ら
の

、

。

解
放
を

カ
ン
ト
は
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
実
現
し
も
し
た
の
で
あ
る

そ
の
事
情
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

上
に
述
べ
た
よ
う
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
全
面
的
な
現
象
化
の

完
遂
で
あ
る
が
、
現
象
化
は
他
面
で
そ
の
完
成
に
お
い
て
同
時
に
物

自
体
を
要
求
す
る
。
現
象
化
と
し
て
の
内
部
化
の
完
成
は
そ
の
完
成
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の
瞬
間
に
お
い
て
更
に
全
体
と
し
て
の
現
象
に
対
す
る
そ
の
外
部
と

し
て
の
言
わ
ば
よ
り
高
次
の
物
自
体
を
要
請
し
、
ま
た
そ
れ
と
の
関

係
に
お
い
て
の
み
現
象
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
ロ

ジ
ッ
ク
が
カ
ン
ト
哲
学
の
更
な
る
展
開
を
、
す
な
わ
ち
、
第
二
批
判

か
ら
第
三
批
判
へ
の
歩
み
を
体
系
的
に
切
り
開
い
た
。

な
ぜ
な
ら
ば

通
常
の
カ
ン
ト
解
釈
で
も
言
わ
れ
る
よ
う
に

｢

信

、

、

仰
の
場
所
を
残
す
た
め
に
認
識
を
制
限
し
た｣

結
果
が
、
第
二
、
第

、

〈

〉

三
批
判
で
あ
り

両
批
判
は
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
扱
う
対
象
の

認
識

か
ら
の
解
放
と
い
う
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第

、

、

〈

〉

二
批
判
は
実
践
の

第
三
批
判
は
美
の

認
識
な
い
し

概
念

B
egriff

か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
ア
ウ

ト
ノ
ミ
ー
の
達
成
で
あ
る
。

実
際
に
両
批
判
は
こ
の
課
題
を
遂
行
し
て
い
る
。
第
二
批
判
は
完

全
性
そ
の
他
の
形
而
上
学
的
概
念
を
実
践
の
基
礎
に
お
く
こ
と
の
拒

否
で
あ
り
、
第
三
批
判
は
美
を
規
則
と
概
念
の
支
配
下
に
置
く
こ
と

の
否
定
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
両
批
判
に
お
い
て
「
認
識
の
対
象
で
は

な
い
こ
と
の
認
識
」
と
い
う
近
世
哲
学
固
有
の
課
題
と
そ
の
解
決
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
世
の
形
而
上
学
が
形
而
上

学
と
し
て
成
立
し
つ
つ
、
し
か
も
、
近
世
と
い
う
性
格
を
鮮
明
に
し

た
所
以
で
あ
る
。

で
は｢

認
識
の
対
象
で
な
い
こ
と
の
認
識｣

と
し
て
の
形
而
上
学
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
上
述
の
仕
方
で
遂
行
さ
れ
る

物
自
体
の
駆
逐
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
〈
現
象
〉
概
念
に
よ
っ
て
近

世
的
形
而
上
学
の
「
一
般
形
而
上
学
」
た
ら
ん
と
い
う
野
望
は
果
た

さ
れ
た
。
し
か
し
〈
近
世
的
形
而
上
学
〉
は
早
く
デ
カ
ル
ト
も
果
た

し
た
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
以
上
に
、
ま
た
以
外
に

『
純
粋
理

、

性
批
判
』
が
持
つ
特
色
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

そ
れ
は
カ
ン
ト
哲
学
の
更
な
る
展
開
、
つ
ま
り
第
二
批
判
、
第
三

批
判
と
い
う
展
開
に
示
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
第
一
批
判
の
任

務
は
一
般
形
而
上
学
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
認
識
の
確
立
と
い
う
点
で

は
、
そ
の
現
象
概
念
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
た
が
、
そ
れ
と
ま
さ
し
く

同
時
に｢

現
象
す
る
も
の
な
し
に
現
象
は
な
い｣

と
い
う
あ
の
ロ
ジ
ッ

ク
が
発
動
さ
れ
、
全
体
と
し
て
高
次
の
物
自
体
を
生
み
出
し
た
。
し

か
し
こ
れ
は
も
は
や
い
か
な
る
意
味
で
も
〈
認
識
の
対
象
〉
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
は
認
識
と
し
て
の
形
而
上
学
の
支
配
に
は
服
さ
な

。

〈

〉

。

い

ま
さ
に
焦
点
的
に
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ

物
自
体

な
の
で
あ
る

こ
の
事
態
と
そ
の
論
理
は
、
な
に
を
物
語
っ
て
い
る
か
。

プ
ロ
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テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
の
原
点
に
お
い
て
は
形
而
上
学
一
般
が
斥
け

ら
れ
た
。
し
か
し
ス
ア
レ
ス
を
継
受
す
る
こ
と
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

圏
の
諸
大
学
に
お
い
て
も
ま
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
形
而
上
学
が
再
生

し
た
こ
と
は
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
新

形
而
上

（
講
壇
）

学
で
は
ス
ア
レ
ス
形
而
上
学
に
お
い
て
は
ま
だ
内
在
し
て
い
る
だ
け

で
あ
っ
た
一
般
形
而
上
学
と
特
殊
形
而
上
学
と
い
う
二
部
門
構
造
が

完
全
に
顕
在
化
し
、
却
っ
て
こ
こ
に
形
而
上
学
サ
イ
ド
か
ら
宗
教
的

実
質
を
併
呑
す
る
な
い
し
は
そ
の
代
替
物
を
作
ろ
う
と
す
る
傾
向
と

し
て
ル
タ
ー
派
の
正
統
に
お
い
て
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向

(

二
一)

は
し
か
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
原
点
に
照
ら
せ
ば
、
当
初
の
形
而
上

（
獅
子
身

学
拒
否
と
は
背
馳
す
る
も
の
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
内
部
に

生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

中
の
虫
と
し
て
？
）

こ
う
し
て
カ
ン
ト
哲
学
の
歴
史
的
意
味
は
、
上
記
の
よ
う
な
傾
向

、

。

に
対
し
て

認
識
の
及
ぶ
範
囲
を
限
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
存
す
る

そ
し
て
〈
外
部
〉
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
が
、
行
為
で
あ
り
美
で

あ
り
目
的
論
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
近
世
形
而

上
学
史
上
の
地
位
を
明
瞭
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
広
く
近
世
文
化
の
性
格
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
中
世
文
化
で
は
ヘ
テ
ロ
ノ
ミ
ー
と
し
て
諸
価
値
が
至
高
の
価

値
た
る
〈
善
〉
の
も
と
に
服
属
し
て
お
り
、
そ
れ
は
形
而
上
学
が
一

切
の
認
識
を
包
摂
し
た
上
で
そ
れ
自
身
は
神
学
に
従
属
し
た
構
図
に

現
れ
て
い
た
が
、
近
世
文
化
の
特
色
は
諸
価
値
・
諸
分
野
が
独
立
し

そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
の
法
則
の
も
と
に
自
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い

か
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ー
は
同
時
に
形
而
上
学
と
い

う
〈
認
識
〉
に
よ
っ
て
全
分
野
が
支
配
さ
れ
る
秩
序
の
打
破
で
も
あ

る
。
こ
の
点
で

〈
認
識
〉
の
制
限
を
果
た
し
た
カ
ン
ト
形
而
上
学

、

は
近
世
の
文
化
理
念
の
弁
証
を
果
た
し
て
い
る
。

(

二
二)

し
か
し
、
単
に
解
放
し
た
と
い
う
こ
と
は
自
律
と
い
う
に
相
応
し

い
こ
と
で
は
な
い
。
解
放
さ
れ
た
諸
価
値
・
諸
領
域
そ
の
も
の
は
そ

れ
ぞ
れ
に
お
い
て
な
ん
ら
の
構
造
も
持
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
か
の
、
言
わ
ば
間
接
的
認
識

の
道
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
哲
学
の
特
色
を
な
す
の
は
、
上
の
よ
う
に
認
識
の
及
ば
ぬ

外
部
に
対
し
て
更
に
、
哲
学
と
し
て
か
か
わ
る
た
め
の
方
策
を
提
示

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
認
識
の
外
部
に
弾
き
出
さ
れ
た
領

、

、

〈

〉

、

域
に
対
し
て

そ
の
構
造
を

し
か
も
非

認
識

的
認
識
と
し
て

言
わ
ば
認
識
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
の
認
識
と
し
て
、
明
ら
か
に
す

る
と
い
う
道
を
具
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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具
体
的
に
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
既
に
達
成
さ
れ
た

〈
認
識
〉
と
し
て
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
と

い
う
程
度
の
消
極
的
な
方
法
で
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
む
し
ろ
積
極
的
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
成
果
を
活
用
す
る
こ

と
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
カ
ン
ト
の
三
批
判
書
が
、
題
名
に
お
い
て
も
構
成
に

お
い
て
も
す
べ
て
同
じ
枠
組
み
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
そ
の
手
が

か
り
を
見
る
。
特
に
第
二
批
判
は
第
一
批
判
の
外
的
構
成
を
フ
ォ
ロ

ー
し
、
し
か
も
そ
れ
を
内
容
的
に
逆
転
す
る
と
い
う
書
か
れ
方
を
し

て
い
る
。
こ
れ
の
意
味
す
る
こ
と
は
、
認
識
で
あ
る
第
一
批
判
が
成

立
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
同
時
に
成
就
し
て
い
る
事
実
と

し
て
な
ら
ば
、
認
識
の
外
側
に
あ
る
も
の
を
認
識
し
得
る
と
い
う
方

（
後
述
）

策
で
は
な
い
か
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

三

認
識
と
解
釈

こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
哲
学
は
認
識
と
し
て
の
近
世
的
形
而
上
学
を

完
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
限
界
を
示
し
、
そ
の
外
部
を
明
示
す
る

と
い
う
課
題
を
果
た
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
外
部
を
認
め
ず
、
す
べ

て
を
再
び
認
識
の
う
ち
に
包
摂
し
よ
う
と
し
た
の
が
ド
イ
ツ
観
念
論

の
哲
学
で
あ
り
、
現
代
の
解
釈
学
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
認

識
の
概
念
が
変
質
し
て
い
る
。
外
部
の
問
題
は
、
こ
こ
で
は
疎
外

な
い
し
外
化

と
そ
の
克
服
、
疎
隔
と
融

E
ntfrem

dung
E
ntäußerung

和
・
和
解

、
融
合
と
い
う
多
く
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
起

V
ersöhnung

源
の
グ
ラ
ン
ド
・
ス
キ
ー
ム
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
、
そ
の
一
駒
と
な

っ
て
い
て
、
上
述
の
よ
う
な
〈
認
識
〉
と
し
て
の
特
別
の
深
刻
性
を

認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
哲
学
は
第
一
義
的
に
は
こ
の
グ
ラ
ン
ド
・

ス
キ
ー
ム
の
実
現
の
場
と
し
て
意
義
を
有
し
、
む
し
ろ
認
識
と
し
て

の
認
識
は
こ
こ
で
は
消
失
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。
こ
れ
が
哲
学
が
認
識
か
ら
別
の
も
の
へ
と
変
質
し
た
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
『
哲
学
に

近
現
わ
れ

た
高
慢
な
口
調
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
シ
ュ
ロ
ッ
サ
ー
を
当
面
の

論
敵
と
し
て
、
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
起
源
の
段
階
に
先
立
つ
擬

似
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
形
態
に
お
い
て
逸
早
く
察
知
し
て
批
判
し
、
そ

れ
に
抗
し
て
「
労
作

」
と
し
て
の
哲
学
と
い
う
言
葉
に
託
し

A
rbeit

〈

〉

て
守
ろ
う
と
し
て
い
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

認
識

と
し
て
の
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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で
は
、
こ
の
変
質
に
お
い
て
も
っ
と
も
危
険
で
あ
る
と
カ
ン
ト
に

映
っ
た
の
は
い
か
な
る
点
だ
ろ
う
か
。
別
の
、
更
に
早
い
時
期
の
小

『

』

、

論
文

弁
神
論
の
哲
学
的
試
み
の
失
敗
に
つ
い
て

で

（

）

一
七
九
一

カ
ン
ト
が
強
調
し
て
い
た
の
は
、
認
識
と
実
践
の
峻
別
で
あ
り
、
裏

か
ら
言
え
ば

〈
同
時
に
実
践
で
も
あ
る
よ
う
な
認
識
〉
と
い
う
新

、

し
く
登
場
し
て
き
た
類
型
に
対
す
る
警
鐘
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
カ
ン

ト
が
古
典
哲
学
の
完
成
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
あ
り
、
天

才
肌
の
若
い
哲
学
者
た
ち
を
断
固
と
し
て
カ
ン
ト
が
斥
け
た
理
由
が

あ
る
。
こ
の
展
開
が
持
つ
意
義
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
と
同
様
わ
れ
わ

れ
に
よ
っ
て
も
充
分
に
深
刻
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
大
転
換
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
に
哲
学
と

い
う
知
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
転
換
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
〈
認
識

〉
か
ら
〈
解

E
rkenntnis

釈

〉
へ
と
い
う
転
換
と
し
て
捉
え
た
い
。
一
六
世
紀
末

A
uslegung

か
ら
一
八
世
紀
末
ま
で
の
古
典
的
哲
学
の
持
つ
形
態
と
根
本
性
格
を

「
認
識
」
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
世
紀
初
頭
に
現
れ

た
全
く
異
質
な
形
態
の
哲
学
の
根
本
性
格
を
「
解
釈
」
と
い
う
タ
ー

ム
に
よ
っ
て
類
型
化
で
き
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。も

ち
ろ
ん
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
圏
中
心
に
み
た
状
況
で
あ
る
が
、
い

ま
ひ
と
つ
、
同
じ
く
一
八
世
紀
末
葉
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
は
ま
ず

先
進
国
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
科
学
を
モ
デ
ル
に

し
た
実
証
主
義

と
い
う
新
し
い
知
の
形
態
を
哲
学
そ

Positivism
us

の
も
の
も
ま
た
拠
る
べ
き
立
場
と
し
て
打
ち
出
す
モ
デ
ル
が
生
ま
れ

て
い
た
。
仮
に
こ
れ
を
も
一
語
で
象
徴
さ
せ
る
な
ら
ば

〈
事
実

、

〉
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
観
点
は
特
に
哲
学
が
文

T
atsache

化
体
系
の
中
で
伝
統
的
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
高
い
地
位
に
安
住

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
新
し
い
道

を
哲
学
に
示
す
も
の
と
し
て
次
第
に
大
き
な
力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
〈
事
実
〉
と
い
う
資
格
を
持

つ
領
域
の
発
見
が
一
九
世
紀
思
想
の
特
徴
で
あ
り
、
発
見
さ
れ
た
新

し
い
事
実
を
自
己
の
立
脚
地
と
す
る
こ
と
で
哲
学
は
存
立
根
拠
を
得

よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
然
科
学
上
の
発
見
と
し
て

、〈

〉
、

の
事
実
が
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
る
が

社
会

〈
歴
史

〈
無
意
識

〈
民
族
〉
な
ど
も
発
見
さ
れ
た
、
あ
る
い
は

〉
、

〉
、

〈
発
明
〉
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
か
く
し
て
認
識
、
解
釈
、
事
実
を

哲
学
の
類
型
と
し
て
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
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で
は
「
認
識
」
の
立
場
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
一
六
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
末
、
人
で
言
え
ば
、
ス

ア
レ
ス
か
ら
デ
カ
ル
ト
を
経
て
カ
ン
ト
に
い
た
る
ま
で
の
形
而
上
学

は
そ
れ
以
前
と
も
そ
れ
以
後
と
も
区
別
さ
れ
る
独
自
の
特
徴
を
持
っ

て
い
る
。
一
言
で
言
う
と
、
そ
れ
は
認
識
が
認
識
と
そ
の
対
象
と
の

断
絶
の
上
に
こ
そ
成
立
す
る
と
い
う
点
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
の
永
遠
真
理
被
造
説
と

連
続
創
造
説
は
こ
の
断
絶
と
い
う
点
の
明
確
化
の
た
め
に
こ
そ
導
入

さ
れ
た
論
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
近
世
的
形
而
上
学
は
、
中
世
的
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

ト
マ
ス
的
形
而
上
学
と
は
上
記
の
点
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
類
型

－

を
異
に
し
、
強
く
言
え
ば
、
別
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
で
は
両
者
の

違
い
は
ど
こ
に
存
す
る
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
基
づ
く
中
世
的
形

而
上
学
は
連
続
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
が
万
物
を
創
造
し

た
と
い
う
教
義
と
よ
く
符
合
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

形
而
上
学
に
お
い
て
は
認
識
と
そ
の
対
象
、
世
界
と
神
、
存
在
と
認

識
は
す
べ
て
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
同
質
性
に
お
い
て

神
に
よ
る
そ
れ
ら
全
体
の
一
元
的
創
造
と
い
う
ス
キ
ー
ム
の
う
ち
に

収
め
や
す
い
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
活
用
し
て
、
ト
マ
ス

で
は
神
学
の
言
わ
ば
骨
格
の
役
割
を
哲
学
が
果
た
す
と
い
う
事
態
が

出
来
し
て
お
り
、
こ
の
点
こ
そ
が
ト
マ
ス
死
後
直
ち
に
異
端
の
嫌
疑

を
か
け
ら
れ
た
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
形
而
上
学
と
い
う
骨
格
を
踏

ま
え
て
、
そ
の
上
に

後
に
超
自
然
的
な
真
理
が
啓
示
に
よ
る
も
の

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
構
造
は
、
神
学
に
形
而
上
学
が
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
役
立
ち
得
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、

神
学
の
実
質
の
ほ
と
ん
ど
を
形
而
上
学
が
果
た
し
か
ね
な
い
と
い
う

可
能
性
が
見
て
取
ら
れ
得
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
た
し
か
に
一
三

世
紀
に
お
い
て
は
極
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
、
冒
険
的
な
試
み
で
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

ト
マ
ス
的
な
形
而
上
学
に
お
い
て
こ

－

の
よ
う
な
連
続
性
が
担
保
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
形
相
概
念
に
よ
っ
て

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
認
識
は
形
相
概
念
の
獲
得
で
あ
り
、
神
は
世
界

を
形
相
概
念
に
則
っ
て
創
造
し
、
形
相
概
念
の
希
薄
化
の
果
て
に
は

第
一
質
料
が
、
形
相
概
念
の
純
化
の
果
て
に
神
が
、
位
置
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
形
相
概
念
は
言
わ
ば
神
の
創
造
と
広
が
り

を
等
し
く
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
創
造
そ
の
も
の
と
形
相
と
の
関

係
は
ど
う
な
る
の
か
。
創
造
に
お
け
る
形
相
概
念
の
役
割
に
つ
い
て

は
個
別
の
研
究
が
あ
る
く
ら
い
の
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
や
は
り
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ト
マ
ス
に
お
い
て
は
世
界
創
造
に
先
立
っ
て
イ
デ
ア
が
先
在
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
創
造
は
形
相
に

制
約
さ
れ
て
は
い
な
も
の
の
、
し
か
し
形
相
と
一
体
化
し
て
い
る
と

い
う
表
現
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
形
相
概
念
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

ト
マ
ス
形
而

－

上
学
の
核
心
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
ド
ゥ
ン

ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
や
オ
ッ
カ
ム
は
ド
ミ
ニ
コ
会
と
の
対
立
に
お
い

て
、
こ
の
形
相
概
念
の
否
定
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
唯
名
論
を
説
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
彼
ら
に
お
い
て
神
の
全
能
性
の

具
体
化
と
し
て
の
永
遠
真
理
被
造
説
と
連
続
創
造
説
の
提
唱
を
伴
っ

て
い
た
。
言
い
か
え
る
と
、
形
相
概
念
の
否
定
＝
唯
名
論
と
永
遠
真

理
被
造
説
の
提
唱
と
は
一
体
的
な
論
点
を
な
し
て
お
り
、
両
者
相
俟

っ
て
、
認
識
が
世
界
の
秩
序
を
反
映
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ス
ア
レ
ス
は
基
本
的
に
は
ト
マ
ス
を
継
承
す
る
が
、
ト
マ
ス
に
比

べ
る
と
唯
名
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
先
在
的
形
相

概
念
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
認
識
の
努
力
と
し
て
創
出

さ
れ
る
後
天
的
概
念
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
ス
ア
レ
ス
に
お
い
て
は
も
は
や
創
造
と
と
も
に
予
め
存
在
す
る
形

相
秩
序
を
後
追
い
す
る
の
で
は
な
く
、
認
識
は
そ
の
独
自
の
秩
序
を

持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
神
と
被
造

物
の
絶
対
的
な
差
を
敢
え
て
度
外
視
し
て
設
定
さ
れ
る｢

存
在
と
し

て
の
存
在｣

の
水
準
、
つ
ま
り
一
般
形
而
上
学
の
場
そ
の
も
の
が
、

先
在
的
形
相
の
次
元
に
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
認
識

者
が
自
律
的
に
創
設
し
て
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

明
確
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

ト
マ
ス
的
な
中
世
的
形
而
上
学
と
は
ま

－

っ
た
く
違
う
近
世
的
形
而
上
学
の
、
ま
た
近
世
的
〈
学
〉
の
兆
し
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
認
識
の
秩
序
と
〈
学
〉
は
、

ま
さ
し
く
人
工
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
同
時
に
ス
ア
レ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
的
か
ら
言
っ
て
、
形
而

上
学
の
彼
方
に
は
当
初
か
ら
神
が
透
視
さ
れ
て
い
た
の
で
、
形
而
上

学
の
自
律
と
い
う
観
点
か
ら
は
不
徹
底
な
も
の
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
ス
ア
レ
ス
に
現
わ
れ
た
近
世
的
形
而
上
学

の
満
た
す
べ
き
厳
し
い
条
件
を
完
全
に
自
覚
し
実
現
し
た
哲
学
者
こ

そ
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
い
か
な
る
意
味
で

も
認
識
は
自
己
以
外
の
支
え
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
完
璧
に

表
現
し
た
。
認
識
と
そ
の
対
象
と
い
う
観
点
か
ら
言
う
と
、
こ
れ
は
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両
者
の
間
の
完
全
な
断
絶
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
認
識
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
既
成
的
・
先
在
的
秩
序
へ
の
も
た
れ
か
か
り
を
も
拒
否

す
る
こ
と
、
こ
れ
が
近
世
に
お
け
る
哲
学
＝
形
而
上
学
の
位
相
で
あ

る
。
永
遠
真
理
被
造
説
と
連
続
創
造
説
と
は
こ
の
よ
う
な
認
識
と
そ

の
対
象
と
の
間
の
断
絶
を
明
確
な
ら
し
め
る
た
め
に
こ
そ
採
用
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
断
絶
を
引
き
う
け
よ
う
と
い
う
決
意
を
鮮
明

に
し
た
も
の
と
さ
え
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
論
点
は
そ

れ
を
実
体
化
し
す
ぎ
る
と
か
え
っ
て
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
そ
の
機
能

を
見
失
う
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
神
学
で
は
な
く
、
形
而
上
学

上
の
主
張
で
も
な
く
、
む
し
ろ
言
わ
ば
〈
形
而
上
学
の
条
件
〉
を
鮮

明
に
表
示
す
る
も
の
と
し
て
こ
そ
活
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
対
象
と
は
断
絶
さ
れ
、
そ
の
上
で
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
が
、

近
世
的
形
而
上
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
認
識
と
し
て
の
哲
学
の
自
律
性

の
根
拠
と
な
る
の
が
、
近
世
的
な
意
味
で
の
〈
観
念
〉
で
あ
る
。
い

か
な
る
外
的
秩
序
へ
の
依
存
な
い
し
対
応
に
も
拠
ら
ず
、
た
だ
明
晰

判
明
な
観
念
の
論
理
的
連
結
と
い
う
認
識
の
側
で
の
内
的
秩
序
の
み

が
、
認
識
に
認
識
と
し
て
の
資
格
を
保
証
す
る
。

こ
れ
が
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
状
況
で
あ
る
が
、
そ
の
目
指
す
と
こ

ろ
が
神
学
な
い
し
宗
教
と
は
別
乾
坤
の
形
而
上
学
の
確
立
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
認
識
の
自
律
性
の
確
立
と

い
う
場
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
近
世
的
意
味
で
の
、
言
い
か
え
る
と

先
の
〈
断
絶
〉
の
も
と
で
の

〈
認
識
論
〉
の
装
い
の
も
と
に
果
た

、

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
近
世
哲
学
一
般
に
妥
当
し
、
経
験
論

の
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
も
ま
た
こ
の
範
疇
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
お
い
て
先
の
断
絶
を
引
き
受
け
、
ま
た
そ

の
上
で
観
念
の
秩
序
の
自
律
性
が
自
覚
さ
れ
、
そ
の
確
立
が
追
求
さ

れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

二
三)

か
く
し
て
近
世
的
形
而
上
学
に
お
い
て
は
そ
の
水
準
の
確
立
が
な

に
よ
り
の
問
題
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

大
の
問
題
と
な
る
と
い
う

こ
と
こ
そ
が
そ
れ
以
前
の
形
而
上
学
と
は
大
き
な
違
い
を
な
す
。
形

而
上
学
の
内
容
で
は
な
く
、
形
而
上
学
の
成
立
す
る
場
の
創
設
こ
そ

が
形
而
上
学
そ
の
も
の
と
さ
え
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
近
世
的

形
而
上
学
が
そ
れ
以
前
の
形
而
上
学
と
は
別
の
形
而
上
学
で
あ
る
と

い
う
所
以
が
あ
る
。
旧
来
の
形
而
上
学
の
形
式
を
踏
襲
す
る
ヴ
ォ
ル

フ
や
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
を
典
型
と
す
る
講
壇
形
而
上
学
が
整
然
と
し

た
体
系
の
も
と
に
幅
広
い
問
題
を

カ
ヴ
ァ

（
ご
く
簡
潔
に
と
は
い
え
）

ー
す
る
の
に
対
し
、
カ
ン
ト
が
も
っ
ぱ
ら
形
而
上
学
の
「
前
庭
」
な

い
し
「
方
法
論
」
と
な
る
部
分
、
す
な
わ
ち
批
判
に
腐
心
し
、
形
而



43／認識か解釈か

上
学
そ
の
も
の
は
む
し
ろ
そ
れ
ほ
ど
の
労
力
を
要
す
る
も
の
と
は
見

て
い
な
い
こ
と
を
示
す
多
く
の
箇
所
が
こ
の
点
を
証
拠
立
て
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
近
世
的
形
而
上
学
の
完
結
形

態
を
カ
ン
ト
に
お
い
て
見
る
。
カ
ン
ト
の
現
象
と
物
自
体
と
い
う
区

別
は
先
の
〈
断
絶
〉
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
ず
、
第
一
批
判
に
お
け
る

物
自
体
の
段
階
的
解
消
と

終
的
残
存
は
近
世
的
形
而
上
学
の
水
準

の
達
成
を
示
し
、
第
二
、
第
三
批
判
は
そ
の
上
で
可
能
に
な
る
認
識

と
し
て
の
形
而
上
学
そ
の
も
の
の
形
態
を
示
し
て
い
る
。
三
批
判
書

か
ら
な
る
カ
ン
ト
哲
学
体
系
は
断
絶
を
前
提
と
す
る
近
世
哲
学
の

終
形
態
と
し
て
、
断
絶
そ
の
も
の
の
認
識
と
し
て
自
ら
も
近
世
哲
学

を
も
完
結
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
事
態
に
面
し
て
、
再
び
創
造

の
観

creatio

点
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
台
頭
し
て
き

た

。
再
び
世
界
は
直
接
的
に
被
造
物
で
あ
る
こ
と
が
前
提

（H
egel

）

さ
れ
る
。
こ
こ
に
解
釈

の
立
場
が
成
立
す
る
。
す
な
わ

A
uslegung

(

二
四)

ち
、
哲
学
の
課
題
は
こ
こ
で
は
、
対
象
に
即
し
て
そ
の
被
造
物
と
し

て
の
本
質
と
そ
の
意
味
す
る
こ
と
を
〈
読
み
取
る

〉
こ
と

auslegen

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
創
造
の
立
場
は
中
世
哲
学
で
は
当
然
の
こ
と
と

(

二
五)

、

。

し
て
採
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら

決
し
て
筋
違
い
で
は
な
い

し
か
し
一
六
世
紀
以
来
の
近
世
哲
学
は
、
神
学
か
ら
の
独
立
と
哲
学

と
し
て
の
自
律
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
哲
学
の
前
提
と
し
て
は
こ

れ
を
敢
え
て
は
ず
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
そ

れ
が
復
活
す
る
の
は
そ
れ
ま
で
の
近
世
哲
学
の
理
路
か
ら
見
て
明
ら

か
に
異
質
な
原
理
の
導
入
で
あ
る
。
か
く
し
て
近
世
哲
学
は
カ
ン
ト

に
お
け
る
完
結
の
後
、
別
の
原
理
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
逆
に
こ
の

別
の
原
理
の
採
用
が
カ
ン
ト
の
完
結
者
と
し
て
の
意
義
を
再
確
認
す

る
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

二
六)

創
造
の
観
点
と
は
し
か
し
こ
の
場
合
、
本
来
の
中
世
哲
学
に
お
け

る
そ
れ
と
は
別
の
形
態
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
中
世
哲
学
に
は
例
の

(

二
七)

な
か
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
歴
史
神
学
的
に
展
開
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
つ
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
理
解
の

特
徴
は
三
位
一
体
、
つ
ま
り
神
の
自
己
疎
外
と
そ
の
回
復
と
い
う
点

を
徹
底
的
に
中
心
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
神
の
内
的
構
造
と
し

(

二
八)

て
も
、
ま
た
そ
れ
が
時
間
上
に
投
影
さ
れ
た
形
で
あ
れ
、
こ
の
図
式

は
神
の
本
質
と
し
て
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
万
物
に
も
内
蔵
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
読
み
出
し
確
認
す
る
こ
と
が
哲
学
の
課

題
と
な
る
。
ま
た
こ
れ
は
被
造
物
で
あ
る
限
り
、
い
か
な
る
物
の
い
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か
な
る
局
面
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を

読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

(

二
九)

こ
こ
に
お
い
て
〈
断
絶
〉
を
前
提
と
し
た
上
で
の
形
而
上
学
と
い

う
〈
認
識
〉
の
立
場
は
完
全
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る

〈
外
部
〉
は
こ

。

こ
で
は
そ
の
必
要
性
を
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
断
絶
の
解

消
と
融
合
、
つ
ま
り
〈
和
解
〉
こ
そ
が
哲
学
の
課
題
と
な
る
。
こ
の

（

）

結
果

哲
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
か
ら

、

し
ば
し
ば
思
い
も
よ
ら
な
い

意
味
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
。
読
み
取
ら
れ
た
〈
意
味
〉
こ
そ
が

渾
然
と
し
た
一
体
性
を
証
拠
立
て
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
哲
学
の
存

在
意
義
と
な
る
。

(

三
〇)

四

認
識
か
解
釈
か

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は

後
に
カ
ン
ト
哲
学
が
以
上
の
よ
う
な
展

開
の
中
で
持
つ
独
自
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
べ
き
地
点
に
到
達
し

た
。
批
判
哲
学
は
い
か
な
る
意
味
で
〈
認
識
〉
で
あ
る
の
か
。

創
造
を
視
野
の
外
に
置
く
こ
と
で
初
め
て
近
世
的
形
而
上
学
は
成

立
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
、
創
造
さ
れ
た
世
界
は
認
識
と
は

断
絶
さ
れ
た
。
断
絶
の
彼
方
に
あ
る
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
は
も
は

や
世
界
に
寄
り
添
う
こ
と
で
そ
の
正
統
性
を
証
拠
立
て
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
一
七
世
紀
に
は
形
而
上
学
は
認
識
と
し
て
の
自
己
の
根
拠

を
も
は
や
世
界
と
の
連
関
の
内
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の

か
わ
り
、
自
己
自
身
に
お
け
る
自
律
性
に
こ
そ
認
識
で
あ
る
こ
と
の

裏
付
け
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
お
い
て
も
物
自
体
に
つ
い
て
の
認
識
は
あ
り
得
な
い
。

で
は
な
に
が
可
能
か
。
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
象
の
あ
り
方
そ
の

も
の
の
う
ち
に
形
而
上
学
的
要
素
を
読
み
取
る
こ
と
と
い
う
道
で
あ

る
。
現
象
の
背
後
や
根
底
に
で
は
な
く
、
現
象
そ
の
も
の
の
う
ち
に

現
象
以
上
の
も
の
が
畳
み
込
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
現
象
の
構
造
そ

の
も
の
が
非
現
象
的
な
も
の
を
認
識
さ
せ
る
拠
点
と
な
る
。
非
現
象

的
な
も
の
に
つ
い
て
の
現
象
内
在
的
認
識
を
可
能
に
す
る
の
は
現
象

そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
こ
そ
が
カ
ン
ト
哲
学
を
成
立
さ

せ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
か
つ
て
カ
ン
ト
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
引
き
合
い
に
だ

し
て
語
る
「
思
考
法
の
革
命
」
の
う
ち
に
、
単
に
比
喩
に
は
と
ど
ま

ら
な
い
超
越
論
的
観
念
性
そ
の
も
の
の
存
立
構
造
が
内
在
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
現
象
以
上
の
も
の
の
認
識
を
可
能
と
す
る
現
象

(

三
一)
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、

。

の
構
造

つ
ま
り
超
越
論
的
観
念
性
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
カ
ン
ト
に
と
っ
て
象
徴
た
り
う
る
の
は
、
わ
れ
わ

れ
が
天
が
動
く
と
い
う
経
験
的
事
実
そ
の
も
の
を
、
実
際
に
運
動
し

て
い
る
の
は
わ
れ
わ
れ
観
察
者
で
あ
る
と
い
う
真
相
と
同
一
事
態
の

わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
の
現
わ
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
一
点

が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
経
験
の
対
象
で
あ
る
現
象
の
構
造
を
的

確
に
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
象
と
し
て
認
識
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
が
こ
の
よ
う
な
内
外
の
視
点

か
ら
の
把
握
の
交
差
の
結
果
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認

識
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
〈
視
点
の
転
換
〉
を
核
心
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
成
立
す
る
認
識
で
あ
る
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
物
自
体
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
〈
現
象
〉
性
に
立
脚
し
た
認
識
で
あ
る
と
い
う

資
格
を
も
つ
。
批
判
的
認
識
と
は
現
象
性
に
、
焦
点
的
に
言
え
ば
視

点
の
転
換
と
交
差
に
、
立
脚
し
た
認
識
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

物
自
体
を
対
象
と
し
た
形
而
上
学
的
認
識
と
は
こ
れ
を
内
蔵
し
な
い

認
識
で
あ
る
。
こ
の
点
で
第
三
批
判
は
第
二
批
判
の
延
長
線
上
の
展

開
形
態
だ
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
の
公
共
性
を
第
二
批
判

は
定
言
命
法
に
お
い
て
非
認
識
的
な
、
そ
の
動
的
性
格
に
お
い
て
実

践
的
色
彩
を
本
質
的
に
伴
っ
た
も
の
と
し
て
提
示
し
た
。
第
三
批
判

は
美
と
い
う
現
象
を
捉
え
て
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
視
点
の
転

換
を
果
た
し
、
非
認
識
的
認
識
を
達
成
し
た
。
両
批
判
は
実
践
お
よ

び
美
に
お
い
て
、
こ
の
意
味
で
の
本
来
の
理
性
を
発
見
し
た
と
こ
ろ

に
成
立
し
た
と
い
え
る
。
両
批
判
は
こ
の
意
味
で
の
理
性
を
描
写
す

る
こ
と
に
お
い
て

〈
非
認
識
的
領
域
に
つ
い
て
の
認
識
〉
と
し
て

、

成
就
す
る
の
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
カ
ン
ト
哲
学
は
一
七
世
紀
以
来
の
古
典
哲
学
を
完

結
す
る
も
の
と
し
て
、
認
識
と
し
て
の
哲
学
の
完
成
形
態
で
あ
り
、

そ
の
後
の
一
九
世
紀
の
〈
解
釈
〉
モ
デ
ル
の
哲
学
と
も
〈
事
実
〉
へ

の
密
着
に
根
拠
を
見
出
す
実
証
主
義
と
も
異
な
る
タ
イ
プ
の
哲
学
で

あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
継
起
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
認
識
モ

デ
ル
の
哲
学
が
役
割
を
終
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
タ
イ
プ
の
哲

学
が
現
代
で
は
あ
り
得
な
い
の
か
を
知
る
た
め
に
、
こ
の
タ
イ
プ
の

哲
学
の
知
と
し
て
の
あ
り
方
を
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
見

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
カ
ン
ト
の
「
批
判

」
と
銘
打
た
れ
て

K
ritik

い
る
三
冊
の
書
は
全
体
と
し
て
〈
認
識
〉
で
あ
り

〈
認
識
〉
で
あ

、

る
以
上
は
、
必
ず
そ
の
外
部
を
持
ち
、
外
部
を
前
提
と
し
て
い
る
。

T
heorie

und

で
は
そ
の
外
部
と
は
な
に
か
。
こ
の
点
は
理
論
と
実
践
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と
い
う
場
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ
と
が
で

P
raxis

き
る
。

理
論
と
実
践
を
め
ぐ
る
主
流
図
式
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
起
源
の
、

理
論
が
実
践
を
指
導
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
実
践

は
理
論
の
下
位
に
あ
り
、
そ
の
決
定
の
実
行
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
こ

に
は
、
実
践
と
い
う
固
有
の
も
の
は
な
く
、
た
だ
理
論
の
現
実
化
と

い
う
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
言
わ
ば
理
論
の
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
の
な
か
に
封
じ
込
ま
れ
た
実
践
で
あ
る
。
こ
れ
を
カ
ン
ト

的
に
翻
訳
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
対
象
を
物
自
体
と
し
て
受
け
取

る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
状
況
が
成
立
し
て
い
る
。
す
べ
て
は
理
論
＝

認
識
が
規
定
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
結
局
、
物
自
体
が
認
識
さ
れ
得

る
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
対
象
を

正
に
物
自
体
で
あ
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
の
が
、
従
っ
て
、
認
識
不

可
能
で
あ
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
図
式
を
転
覆
し
て
中

世
末
期
に
登
場
し
た
主
意
主
義
で
あ
る
。
オ
ッ
カ
ム
主
義
神
学
の

は
神
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の

potentia
dei

absoluta

規
定
が
成
立
す
る
と
、
人
間
の
行
為
に
対
し
て
も
知
は
指
導
力
を
失

う
。
理
論
と
知
性
が
行
為
を
規
定
す
る
力
を
持
た
な
い
と
考
え
る
こ

と
は
、
結
局
、
カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
行
為
を
物
自
体
の
世
界
に
置

い
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ほ
ぼ
同
様
に
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
解
釈
上
で
も
二
類
型
が
認
め
ら

れ
る
。
三
批
判
も
認
識
で
あ
る
以
上

『
実
践
理
性
批
判
』
も
ま
た

、

そ
の
定
言
命
法
の
析
出
に
よ
っ
て
同
じ
よ
う
に
実
践
を
理
論
が
指
定

し
て
い
る
と
単
純
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
先
に

見
た
の
と
同
じ
問
題
、
つ
ま
り
、
そ
れ
で
は
結
局
行
為
を
も
現
象
と

し
て
包
摂
す
る
物
自
体
の
認
識
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
批
判
が
当
て
嵌
ま
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ

れ
と
は
逆
に
、
カ
ン
ト
に
は
実
践
は
理
論
を
必
要
と
せ
ず
実
践
理
性

さ
え
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
解
釈
を
許
す
論
点
も
あ
る
。
こ
の
場
合
認

識
の
果
た
す
役
割
は
、
理
論
ぬ
き
で
も
あ
り
得
る
実
践
を
、
よ
り
方

法
的
な
も
の
と
す
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
理
論
は
実
践
を

指
導
で
き
な
い
が
、
実
践
の
構
造
を
解
明
し
て
そ
れ
を
強
化
す
る
こ

と
は
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る

。

範
型
論
の
役
割
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
は
物
自
体
を
物
自
体
と
し
て

承
認
し
て
い
る
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
は
三
批
判
書
が
全
体
と
し
て
認
識
で
あ
り
、
従
っ
て
〈
外
部
〉

を
前
提
と
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
見
方
で
は
、
こ
の
関
係
は
ど
う

な
る
だ
ろ
う
か
。
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一
言
で
言
え
ば
、
上
記
の
カ
ン
ト
解
釈
図
式
に
お
い
て
は
、
理
論

と
実
践
と
い
っ
て
も
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
未
だ
認
識
の
内
部
の
問
題

に
過
ぎ
な
い

『
実
践
理
性
批
判
』
の
取
り
扱
う
局
面
が
未
だ
抽
象

。

的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
三
批
判
体
系
が
全
体
と
し
て
認
識
で
あ
る
以
上
は
、
そ
れ
は
全

体
と
し
て
現
象
と
物
自
体
と
い
う
区
別
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
三
批
判
体
系
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
外
部
が
別
に
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
外
部
こ
そ
が
、
認
識
＝
理
論
に
拮
抗
す
る

も
の
と
し
て
本
来
の
意
味
で
の
実
践
の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
図
式
的
に
言
え
ば
、
理
論
の
枠
の
中
に
実
践
が
あ
る
の
で
は
な

く
、
理
論
の
完
成
と
同
時
に
、
現
象

物
自
体
の
関
係
に
よ
っ
て
そ

⇔

の
瞬
間
に
出
現
す
る
の
が
理
論
の
外
部
と
し
て
の
、
実
践
の
場
所
で

あ
る
。

で
は
批
判
哲
学
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
ま
た
他
の
場
合
と
ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
か
。
わ
れ

わ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

理
論
と
し
て
の
完
成
が
す
な
わ
ち
実
践
性
を
帯
び
る
と
は
、
裏
か

ら
言
え
ば
実
践
性
は
理
論
の
完
成
と
し
て
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
理
論
が
そ
の
内
容
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
一
部
門
と
し
て
実

践
を
含
む
と
い
う
構
造
で
は
な
く
、
理
論
の
純
理
論
的
完
成
が
言
わ

ば
含
意
と
し
て
実
践
を
呼
び
起
こ
す
。
こ
こ
で
は
理
論
は
実
践
を
目

指
し
て
い
な
い
し
、
理
論
は
実
践
を
指
令
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
、
理
論
的
に
完
成
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
全
体
と
し
て
、
実
践
の

場
と
そ
の
構
造
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
性
が
批
判
哲
学

に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
位
下
位
の
階
層

構
造
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
部

外
部
と
も
言
う
べ
き
論
理
構
造
に

⇔

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
単
な
る
意
志
の
自
律
の
世
界
で
は

な
く
、
よ
り
現
実
的
な
外
部
と
し
て
の
世
界
を
こ
そ
指
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
は
、
意
志
の
自
律
の
世
界
は
未
だ
真
の
外

部
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
現
象

物
自
体
と
言
う
区
別
を

⇔

定
礎
し

『
実
践
理
性
批
判
』
と
『
判
断
力
批
判
』
は
現
象

物
自

、

⇔

体
と
い
う
区
別
に
立
脚
し
て
い
る

『
実
践
理
性
批
判
』
と
『
判
断

。

力
批
判
』
と
は
こ
の
意
味
で
は
〈
認
識
〉
に
属
す
る
。
そ
れ
は
〈
認

識
〉
と
し
て
確
か
に
外
部
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
が
、
未

だ
外
部
に
出
て
は
い
な
い
。
し
か
し
三
批
判
書
は
全
体
と
し
て
あ
る

類
型
の
実
践
を
外
部
の
諸
領
域
で
要
求
す
る
。
外
部
の
存
在
の
認
識

で
は
な
く
、
外
部
そ
の
も
の
へ
の
内
在
、
こ
れ
こ
そ
が
カ
ン
ト
に
お



認識か解釈か／48

け
る
〈
実
践
〉
な
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
、
三
批
判
書
が
全
体
と
し
て
要
求
す
る
実
践
と
は
な
に

か
。
こ
こ
に
狭
義
の
実
践
哲
学
と
、
わ
れ
わ
れ
が
本
来
の
実
践
と
し

て
考
え
る
歴
史
哲
学
、
宗
教
哲
学
そ
の
他
の
位
相
の
違
い
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
批
判
と
そ
の
他
の
著
作

の
関
係
を
中
心

周
辺
な
い
し
は
原
論

各
論
で
は
な
く
、
二
重
構

⇔
⇔

造
と
し
て
、
な
い
し
は
具
体
化
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

理
論
は
現
象
と
物
自
体
の
峻
別
を
目
指
し
、
ま
た
そ
れ
を
結
論
と

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
実
践
は
そ
の
よ
う
な
区
別
を
核
心
と
は
し
て

（
世
界
公
民
）

（
見

い
な
い
。
む
し
ろ
歴
史
哲
学

で
あ
れ
、
宗
教
哲
学

で
あ
れ
、
そ
の
中
心
的
に
説
く
と
こ
ろ
は
、
公
共
性
の

え
ざ
る
教
会
）

設
立
で
あ
り
、
高
次
の
理
性
的
世
界
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
存
在
ま

た
は
出
現
で
あ
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
な
に
よ
り
も
、
そ
れ
へ
の
参
入

の
誘
い
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
違
い
で

あ
り
、
ま
た
現
象

物
自
体
の
峻
別
の

終
的
意
味
で
あ
る
。
し
た

⇔

が
っ
て
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
問
題
の
究
極
は
、

次
の
よ
う
に
表
現
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
理
論
＝
認
識
の
課
題
は

認
識
の
対
象
と
認
識
の
対
象
た
り
得
な
い
も
の
と
の
峻
別
、
つ
ま
り

内
部
と
外
部
の
区
別
で
あ
り
、
実
践
の
課
題
は
、
つ
ま
り
認
識
の
対

象
た
り
得
な
い
と
解
明
さ
れ
た
そ
の
外
部
の
意
味
と
は
、
そ
の
〈
メ

ン
バ
ー
〉
と
な
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
要
求
す
る
場
所
の
、
わ
れ
わ

れ
に
対
す
る
出
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て

《
内
と
外
と
を
区
別
し
、
外
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る

、

、

》

こ
れ
こ
そ
が
カ
ン
ト
哲
学
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト

に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
あ
り
方
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
「
高
慢
な
口

調
」
に
抗
し
て
弁
護
し
た
「
労
作
」
と
し
て
の
哲
学
の
、
わ
れ
わ
れ

の
言
い
方
で
は
〈
認
識
〉
と
し
て
の
哲
学
の
、
結
論
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
の
古
典
哲
学
の
完
成
に
対
し
て
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世

紀
初
頭
に
〈
同
時
に
実
践
で
も
あ
る
認
識
〉
と
い
う
意
義
を
標
榜
し

て
登
場
し
つ
つ
あ
っ
た
の
が
〈
解
釈
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
は
相

容
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
カ
ン
ト
の
言
お
う
と

し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
一
九
世
紀
の
進
行
に
と
も
な
い

〈
解
釈
〉
が
〈
解
釈
学
〉
と
し
て
旗
幟
を
鮮
明
に
し
て
ゆ
き
、
現
在

に
到
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る

〈
認
識
〉
と
し
て
の
哲
学
と

。

の
類
別
化
を
徹
底
す
る
た
め
に
も
、
す
な
わ
ち
〈
認
識
か
解
釈
か
〉

と
い
う
対
決
を
実
行
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
過
程
の
追
跡
が
必
要
で

あ
る
が
、
も
は
や
別
稿
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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所
の
抜
粋
を
伴
っ
た
次
の
文
献
に
詳
し
い
。

O
ntologie

oder
M
etaphysik?

D
ie

D
iskussion

über
den

G
egenstand

der

(
)

こ
の
書
で

M
etaphysik

im
13.

und
14.

Jahrhundert
L
eiden-K

öln,
1965

.

は
オ
ッ
カ
ム
や
ビ
ュ
リ
ダ
ン
は
「
神
は
形
而
上
学
の
対
象
の
ひ
と
つ
」
と
い
う

立
場
を
と
る
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（

）

、

三

一
九
世
紀
に
ド
イ
ツ
で
形
成
さ
れ
た
近
世
哲
学
史
と
い
う
分
野
自
体
が

あ
く
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
ど
ま
っ
た
デ
カ
ル
ト
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
体
の

近
世
哲
学
の
祖
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
点
で
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

（
四
）
前
掲
拙
稿
参
照
。

D
isputaciones

（
五
）
ス
ア
レ
ス
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
羅
西
対
訳
の

(
)

を
使
用
し
た
。
な
お
、
第
一
、
第
二
、
第

m
etafisicas

M
adrid,

1960-1967

、

三
討
論
に
関
し
て
は
羅
伊
対
訳
の

(
)

D
isputazioni

m
etafisiche

M
ilano,

1996

Ü
ber

die
Individuation

und
das

Individuations-

第
五
討
論
に
は
羅
独
対
訳
の

(
)

が
あ
る
。

prinzip
H
am

burg,
1976

D
isputationes

m
etaphysicae.

D
isputatio

II.
S
ectio

1.1.

（
六
）

（
七
）
こ
の
構
成
は
ヴ
ォ
ル
フ
の
『
第
一
哲
学
別
名
存
在
論
』
ま
で
一
貫
し
て

い
る
。
た
だ
し
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
一
般
形
而
上
学
の
み
を
形
而
上
学
と
し

て
、
特
殊
形
而
上
学
は
形
而
上
学
の
内
に
含
め
ず
、

な
ど
の
別

P
neum

atologia

の
学
と
す
る
と
い
う
取
り
扱
い
も
見
ら
れ
た
（

。
し
た
が
っ

J.H
.A
lsted,

1620

）

て
、

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
の
本
質
規
定
と
い
う
わ
け
で

onto-theo-logia

は
必
ず
し
も
な
い
。
神
が
下
位
区
分
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

『
形
而
上
学
論

、

叢
』
第
一
討
論

を
参
照
。

S
ectio1.

26

G
ötz

von
S
elle,

G
eschichte

der
A
lbertus

U
niversität

zu
K
önigsberg

（

）
八

in
P
reussen

K
önigsberg,

1944
.

(
)

P
iero

di
V
ona,

Studi
sulla

S
colastica

della
C
ontroriform

a
F
irenze,

（
九
）

(

1968
. )

ス
ア
レ
ス
で
は
〈
可
能
な
る
も
の
〉
は
い
ま
だ
言
わ
ば
自
足
的
で
あ

（
一
〇
）

る
が
、
ス
ア
レ
ス
以
後
は
〈
可
能
な
る
も
の
〉
も
永
遠
真
理
も
神
の
意
志
に
基

づ
く
と
い
う
主
張
が
デ
カ
ル
ト
（
一
六
三
〇
）
よ
り
も
早
く
一
六
二
三
年
に
オ

ラ
ン
ダ
の
改
革
派
の
神
学
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
（
注
一
三
に
挙
げ
る

の
書
の
一
二
七
ペ
ー
ジ
以
下
参
照

。
こ
れ
に
よ
っ
て
却
っ
て
人
間

G
oudriaan

）

の
認
識
の
秩
序
の
自
律
性
が
、
次
に
人
間
的
認
識
の
固
有
様
相
と
し
て
の
〈
可

能
性
〉
が
出
現
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

永
遠
真
理
被
造
説
に
関
し
て
は
、
福
居

純
『
デ
カ
ル
ト
研
究

、
小

（
一
一
）

』

林
道
夫
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
体
系

、
ロ
デ
ィ
ス
・
レ
ヴ
ィ
ス
『
デ
カ
ル
ト
の
著

』

作
と
学
説
』(

小
林
・
川
添
訳)

を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
せ
よ
。
福
居
は
デ
カ
ル
ト
解

釈
全
体
の
基
盤
に
据
え
、
小
林
は
数
学
的
自
然
学
の
基
礎
付
け
と
い
う
限
定
さ

れ
た
役
割
を
果
た
す
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
な
お
村
上
勝
三
は
永
遠
真
理
被
造

説
を
デ
カ
ル
ト
解
釈
上
の
軸
に
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

Jose

（

）

一
二

〈

〉

、

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
哲
学
史

と
い
う
観
点
か
ら
の
通
史
と
し
て

(
)

が
あ

A
ntonio

M
erino,

S
toria

della
Filosofia

F
rancescana

M
ilano,

1993

る
。

A
za

G
oudriaan,

P
hilosophische

G
otteserkenntnis

bei
S
uarez

und

（
一
三
）

D
esartes,

L
eiden-L

ondon-K
öln,

1999.

J.H
.R
andall

Jr.,
T
he

C
areer

of
P
hilosophy.

V
ol.1,

N
ew

Y
ork,

（
一
四
）

(

1962
,
p.373.

)

近
世
哲
学
の
典
型
の
一
つ
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
特
徴
づ
け
が
行
わ

（
一
五
）

れ
る
際
、
デ
カ
ル
ト
を
自
然
学
と
形
而
上
学
の
二
元
性
に
お
い
て
こ
そ
評
価
す

る
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
自
然
に
関
す
る
機
械
論
と
精
神
の
形
而
上
学
と
の
二

元
性
こ
そ
が
デ
カ
ル
ト
の
近
代
性
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
見
方
が
常
識
化
し
て
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い
る
（
野
田
又
夫

。
自
然
に
関
す
る
機
械
論
を
科
学
と
翻
訳
す
る
と
、
こ
れ
は

）

科
学
を
科
学
と
し
て
受
け
入
れ
な
が
ら
、
し
か
も
、
哲
学
の
場
所
を
確
保
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
点
に
科
学
を
も
哲
学
の
う

ち
に
吸
収
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
対
比
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
、
そ
し
て
ま
た
カ

ン
ト
の
道
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
機
械
論

と
精
神
の
形
而
上
学
の
並
行
は
た
し
か
に
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
了
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
実
は
こ
の
よ
う
な
並
行
関
係
は
デ
カ
ル
ト
の
み
な
ら

ず
、
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
に
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
、
外
的

世
界
に
関
す
る
機
械
論
と
感
覚
の
み
を
認
識
源
泉
と
し
て
認
め
る
と
い
う
知
識

論
も
ま
た
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
よ
う
に
無
媒
介
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
こ
の
点
を
う
ま
く
説
明
す
る
た
め
に
、
両
者
は
更
に
深
い
根
源
的
な
つ

な
が
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
精
神
の
形
而
上
学
の
課
題
は
精
神
の
う
ち
に
存
す
る
観
念
と
い
う

も
の
を
素
材
と
し
て
そ
れ
の
ど
の
よ
う
な
連
結
が
本
来
全
く
異
質
な
外
的
事
物

の
認
識
と
い
う
意
味
を
持
ち
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
機
械
論
の

問
題
は
同
時
に
技
術
の
問
題
で
あ
り
、
機
械
的
パ
ー
ツ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
い
か
に
し
て
自
然
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間

に
と
っ
て
理
解
で
き
る
（
＝｢

精
神
の
う
ち
に
あ
る｣

）
パ
ー
ツ
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
っ
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
さ
れ
た
も
の
に｢

（
精
神
の
外
に
あ
る
）
自
然｣
と
い

う
資
格
を
認
定
し
、
観
念
の
連
結
に
「
自
然
の
認
識
」
と
い
う
意
味
を
与
え
る

こ
と
が
、
機
械
論
の
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
機
械
論

と
精
神
の
形
而
上
学
は
同
じ
構
造
を
も
つ
。
だ
か
ら
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
両
者

の
並
存
は
、
実
は
同
じ
、
広
義
の
認
識
論
的
問
題
の
表
明
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
同
じ
問
題
と
は
、
や
は
り
近
世
哲
学
的

。

、

な
意
味
で
の
認
識
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う

こ
う
し
て
再
び

近
世
哲
学
の
成
り
立
つ
境
位
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
還
元
さ
れ
て
く

る
の
で
あ
る

〈
精
神
の
形
而
上
学
〉
自
体
が
自
然
学
の
形
成
と
い
う
事
態
の
一

。

つ
の
産
物
で
あ
り
、
ス
ア
レ
ス
に
比
し
て
デ
カ
ル
ト
が
近
世
的
形
而
上
学
の
課

題
を
純
化
し
て
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
、
機
械
論
的
自
然
学
の
形

成
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

福
居

純
「
合
理
論

（

カ
ン
ト
事
典
』
所
収
）
参
照
。

（
一
六
）

」
『

H
einz

H
eim

soeth,
M
etaphysische

M
otive

in
der

A
usbildung

des

（
一
七
）

kritischen
Idealism

us
Persönlichkeitsbew

usstsein
und

die
Prinzipien-

及
び

の
二
論
文
。

forschung
I.
K
ants

M
ax

W
undt,

K
ant

als
M
etaphysiker

S
tuttgart,

1924
.

（
一
八
）

(
)

、

「

」

（

）

一
九

福
居

純

前
掲
書
第
一
章

デ
カ
ル
ト
的
方
法
に
つ
い
て
の
試
論

が
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
方
法
の
徹
底
し
た
遂
行
と
い
う
観
点
が
『
省
察
』
の
、

延
い
て
は
デ
カ
ル
ト
哲
学
理
解
の
必
須
の
要
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
得
的

に
論
じ
て
い
る
。

拙
稿
「
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
」(

『
哲
学
研
究
』
五

（
二
〇
）

四
五
号
所
収)

参
照
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
弁
神
論
』
二
一
節
を
参
照
。
ル
タ
ー
派
及
び
改
革

（
二
一
）

、

。

派
に
お
け
る
永
遠
真
理
被
造
説
の
放
棄
に
こ
そ

こ
の
傾
向
は
見
て
取
ら
れ
る

V
gl.,

Jonas
C
ohn,

D
er
Sinn

der
gegenw

ärtigen
K
ultur

1914
.

（
二
二
）

(
)

そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
哲
学
も
認
識
論
と
い
う
側
面
か
ら
見

（
二
三
）

る
と
、
観
念
説
一
辺
倒
の
姿
勢
と
粒
子
哲
学
の
当
然
視
と
が
ど
う
し
て
も
両
立

し
て
お
ら
ず
、
か
な
り
の
違
和
感
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
近
年
で
は

ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
を
一
九
世
紀
的
意
味
で
の
認
識
論
で
は
な
く
、
二
〇
世
紀

後
半
的
な
意
味
で
の
認
知
科
学

の
先
駆
者
と
し
て
捉
え
よ
う

cognitive
science

と
い
う
主
張
が
台
頭
し
て
き
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ク

ワ
イ
ン
が

と
し
て
、
感
覚
器
官
へ
の
刺
激
意
味
を
認
識
の
た
め
の
唯

naturalism
一
の
源
泉
と
し
な
が
ら
も
、
素
粒
子
論
と
相
対
性
理
論
を
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
枠
組

み
と
す
る
世
界
観
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
と
同
じ
事
情
で
あ
る
。

B
ernhard

L
akebrink,

（
二
四
）
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ト
マ
ス
の
類
似
性
に
つ
い
て
は

(
)

、
特
に
同
書
所
収
の
論
文

S
tudien

zur
M
etaphysik

H
egels

F
reiburg,

1969

H
egels

M
etaphysik

der
Z
eit

D
er

P
latonism

us
und

die
H
egelsche

及
び
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参
照
。
も
ち
ろ
ん

は
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
が
、
わ

M
etaphysik

L
akebrink

れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
近
世
的
形
而
上
学
と
は
別
の
道
を
取
っ
た

こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
認
識
か
ら
解
釈
へ
の
転

（
二
五
）

換
に
関
し
て

『
本
覚
思
想
批
判

（
一
九
八
九
）
以
来
『
法
然
と
明
恵
―
日
本

、

』

仏
教
思
想
史
序
説
―

（
一
九
九
八
）
に
い
た
る
袴
谷
憲
昭
氏
の
諸
業
績
、
特
に

』

『
唯
識
の
解
釈
学
―
解
深
密
経
を
読
む

（
一
九
九
四
）
が
対
象
と
時
代
・
地
域

』

の
違
い
を
超
え
て
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
袴
谷
氏
は
、
本
覚
思
想
と
い
う
概

念
を
本
来
の
天
台
本
覚
論
に
限
定
せ
ず
、
日
本
仏
教
そ
の
も
の
の
特
徴
を
表
現

す
る
概
念
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
提
唱
し

草
木
山
川
悉
有
仏
性

と
も

己

、「

」

〈

critical

心
弥
陀
〉
と
も
説
く
〈
本
覚
思
想
〉
を
排
し
て
論
理
の
体
系
と
し
て
の

を
主
張
す
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
関
心
が
あ
る
の
は
、
袴
谷
氏
が

B
uddhism

こ
の
よ
う
な
〈
本
覚
思
想
〉
の
生
ま
れ
て
く
る
根
源
そ
の
も
の
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
に
遡
っ
た
上
で
「
解
釈
学
」
と
特
徴
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
袴
谷
氏
に

H
erm

eneutik,

よ
れ
ば

「
解
深
密
経
」
こ
そ
は
「
正
真
正
銘
の
解
釈
学
（

、

）
を
初
め
て
明
確
な
意
識
を
も
っ
て
そ
の
［
イ
ン
ド
仏
教
の
］
思

herm
eneutics

想
史
に
提
供
し
た

（

）
経
典
、
つ
ま
り
本
覚
思
想
の
水
源
で
あ
る
。
す
な
わ

」

p.5

ち
氏
に
よ
っ
て
本
覚
思
想
の
方
法
が
西
洋
哲
学
の
解
釈
学(

氏
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
定
義
を
参
照
し
て
論
じ
て
い
る)

と
い
う
概
念
と
の
著
し
い
合
致
を
梃
子
と
し

て
つ
き
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
書
名
の
意
味
は
唯
識
が
解
釈
学
だ
と
い

う
も
の

。
本
覚
思
想
に
属
す
る
明
恵
に
対
し
て
法
然
が
事
実
主
義
で
は
な
く
論

）

理
主
義
に
基
づ
く
仏
教
の
正
統
と
し
て
の
評
価
を
受
け
て
い
る
。
本
覚
思
想
は

近
年
、
日
本
中
世
史
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
位
置
を
占
め
つ
つ
あ
る

黒
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す
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ー
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を
高
く
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て
い
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こ
と

は
、
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ー
ゲ
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自
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よ
く
示
し
て
い
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歴
史
哲
学
講
義
を
は
じ
め
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
講
義
は
こ
の
種
の
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三
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実
例
に
富
ん
で
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
を
象
徴
的
に
解
釈

す
る
に
止
め
た
反
面
、
万
物
に
拡
散
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
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）
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( 2 )

bestimmten Willens, also ein der Freiheit nach erhobener Wille selbst. Unser Wille
soll wegen unsrer Freiheit als des transzendentalen Vermögens noch freier werden.
Dieser freier gewordene Wille ist für den Willen selbst ein Objekt, zu dem er selbst
werden soll. „Praktisch ist alles, was durch Freiheit möglich ist . In diesem“( )B 828

Sinne ist die Möglichkeit der Freiheit die Erreichbarkeit des endlichen Willens zur
völligen Angemessenheit mit dem moralischen Gesetz, d.h. zur Heiligkeit.

Connaissance ou interprétation ?
Pour une nouvelle vision de l'histoire－

－de la philosophie moderne (2)

Shigeru FUKUTANI

Dans la période considerée ici et représentée par Suarez, par Descartes et par
Kant, le problème central de la métaphysique est pris considération comme une
science de l'ens inquantum ens reale. Depuis Suarez, la métaphysique est devenue
indépendante de la théologie. Qu'est-ce que cela signifie ? La métaphysique moderne
doit se passer de la création qui est l'appui ultime de la métaphysique médiévale.
Privée de la création, elle doit se soutenir pour rendre possible son existence. Cela
reste indissolublement lié aux problèmes de la possibilité de la connaissance
métaphysique comme une science autonome de tout l'être en tant qu'être.

En conséquence, l'épistémologie est devenue puissante aux temps modernes.
Ainsi la philosophie à l'âge classique se definit comme la connaissance stricto senso.
C'est Kant qui l'a perfectionée par sa distinction critique entre apparence et chose en
soi. Comme connaissance eminente et autonome, une telle philosophie est
essentiellement dualiste, c'est-à-dire qu'elle fait une distinction stricte entre l'intérieur
et l'éxterieur, le possible et l'impossible, la théorie et la pratique, le sujet et l'objet.

Neanmoins, au debut de l'âge romantique, un nouveau type de philosophie s'est
révelé. Son objet n'est pas la distinction, mais au contraire, l'unification, la
réconciliation entre les opposés. La méthode préférée est l'interprétation proprement
dite : interpréter en ce sens, c'est surmonter l'aliénation ontologique avec l'aide du
schématisme de l'origine théologique (Hegel). Sa mission est la fusion de l'intérieur
et l'extérieur. Ici, la philosophie s'est transformée en hérmeneutique.

Entre ces deux types de philosophie, nous devons nous décider : connaissance ou
interprétation ?


