
形

而

上

学

的

認

識

と

超

越

論

的

認

識

―

―

カ
ン
ト
と
認
識
の
形
而
上
学
・
序
論

大
橋

容
一
郎

一

「
形
而
上
学
的
」
と
「
超
越
論
的
」

『
純
粋
理
性
批
判
』
を
読
む
者
な
ら
だ
れ
で
も
不
可
避
的
に
解
釈

を
要
求
さ
れ
る
二
つ
の
問
題
群
が
あ
る
。
一
般
に
は
思
弁
的
な
超
越

論
哲
学
の
問
題
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
カ
ン

ト
が
こ
の
著
作
の
二
分
野
と
考
え
た
「
一
般
現
象
論
」
に
お
け
る
可

能
的
経
験
一
般
の
世
界
の
構
成
と

「
純
粋
思
弁
理
性
批
判
」
に
お

、

け
る
独
断
的
形
而
上
学
の
批
判
的
統
制
に
対
応
し
て
い
る
。
か
つ
て

高
坂
正
顯
は
『
カ
ン
ト
学
派
』
に
お
い
て
新
カ
ン
ト
派
を
三
区
分
す

る
見
方
に
組
み
し
つ
つ

「
第
一
期
に
於
け
る
カ
ン
ト
解
釈
が
発
生

、

的
、
心
理
的
、
要
す
る
に
内
在
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
二
期

に
於
け
る
カ
ン
ト
解
釈
の
特
徴
は
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
先
験
的

な
る
も
の
を
重
視
し
、
多
少
と
も
超
越
的

し
か
し

transzendental

―

そ
れ
は
も
と
よ
り
形
而
上
学
的
で
は
な
い

で
あ
っ
た
点
に
存
す

―

る
で
あ
ろ
う

、
「
か
く
て
形
而
上
学
的
な
る
も
の
の
否
認
を
以
て

」
（
一
）

始
ま
っ
た
新
カ
ン
ト
学
派
は
、
再
び
形
而
上
的
な
る
も
の
へ
の
道
を

求
め
、
そ
し
て
既
に
自
ら
の
役
割
を
終
わ
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

之
が
新
カ
ン
ト
学
派
の
第
三
期
の
状
勢
で
あ
る
だ
ろ
う

、
と
述
べ

」
（
二
）

非
形
而
上

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
第
二
期
と
第
三
期
を
、
狭
義
の
「
（

超
越
論
的
」
と
「
形
而
上
学
的

」
に
区
分
す

学
的
）

（
非
超
越
論
的
）

る
見
方
は
、
カ
ン
ト
の
後
継
者
た
ち
に
よ
る
、
二
つ
の
問
題
群
に
対

す
る
代
表
的
な
区
分
の
仕
方
だ
と
言
え
よ
う

「
形
而
上
学
的
」
と

。
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「
超
越
論
的
」
を
対
立
的
な
も
の
と
見
る
そ
の
区
分
が
果
た
し
て
正

当
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
二
つ
に
分
裂
し
て
い
る
問
題

群
は
、
た
と
え
ば
「
知
識
学
は
カ
ン
ト
と
お
な
じ
超
越
論
哲
学
で
あ

る

、
と
主
張
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
が

「
分
裂
を
超
え
た
真
の
統
一
と
し

」

、

（
三
）

て
の
絶
対
的
知
識
に
至
る

と
し

西
田
幾
多
郎
が
超
越
論
的
な

自

」

、

「

（
四
）

覚
的
体
系
の
全
形
式
に
よ
っ
て
価
値
と
存
在
、
意
味
と
事
実
を
結
合

す
る
」
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
統
一
的
理
解
を
求
め
た
結
果
、
と
も

（
五
）

に
知
的
悪
戦
苦
闘
の
努
力
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
を
見
て
も
わ
か
る
と

お
り
、
両
者
を
統
一
し
て
体
系
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は

い
く
つ
も
の
困
難
を
生
み
出
し
て
き
た
。
カ
ン
ト
の
批
判
期
理
論
哲

学
の
解
釈
史
が
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
超
越
論
的
」
と
「
形
而
上

学
的
」
と
い
う
対
立
項
の
間
を
動
揺
し
つ
つ
、
い
ず
れ
か
に
偏
差
し

て
き
た
こ
と
に
も
十
分
な
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
小
論
は
、

両
者
を
対
立
項
と
見
て
そ
の
い
ず
れ
か
に
立
脚
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
両
者
の
統
一
的
連
関
か
ら
見
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
再

考
し
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
と
り
わ
け
現
代
の
科
学
的
認
識
で
は

閑
却
さ
れ
つ
つ
あ
る
「
形
而
上
学
」
的
問
題
の
存
立
仕
方
に
つ
い
て

も
再
考
し
て
み
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
い
わ
ゆ
る
「
形
而
上
学
的
」
な
カ
ン
ト
解
釈
は
、
科

学
理
論
的
な
認
識
の
可
能
性
や
経
験
の
基
礎
付
け
に
お
け
る
ア
プ
リ

オ
リ
な
原
理
と
い
う
限
定
的
な
「
超
越
論
性
」
を
重
視
す
る
潮
流
と

は
、
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
り
わ
け
後
述
す

る
よ
う
に
、
思
弁
的
理
性
の
純
粋
使
用
に
対
し
て
「
超
越
論
的
」
と

い
う
概
念
を
積
極
的
に
用
い
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
が
二
〇
世
紀
後

半
以
降
の
『
分
析
論
』
に
お
け
る
自
己
意
識
論
を
中
心
と
し
た
意
識

主
義
的
解
釈
の
対
極
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
ゲ
ロ
ル

ト
・
プ
ラ
ウ
ス
が
逆
説
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に

「
認
識
論
は
形

、

而
上
学
で
は
な
い
」
と
一
蹴
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
プ
ラ

（
六
）

ウ
ス
が
本
当
に
言
い
た
い
の
は
、
認
識
論
は
非
経
験
的
な
領
域
へ
の

経
験
的
通
路
を
確
保
し
た
と
独
断
的
に
主
張
す
る
「
稚
拙
な
形
而
上

学
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
認
識
論
は
自

、

、

、

然
科
学

形
式
学

超
越
的
独
断
的
形
而
上
学
の
い
ず
れ
で
も
な
い

「
経
験
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
非
経
験
的
な
理
論
」
と
さ
れ
る
。
こ

（
七
）

う
し
た
特
質
化
の
方
向
を
見
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
は
こ
れ
で
非
経
験
的

理
論
と
し
て
の
形
而
上
学
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
他

方
で
、
非
経
験
的
と
い
う
意
味
が
ア
プ
リ
オ
リ
と
同
義
だ
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
経
験
に
つ
い
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
の
「
超

越
論
的
」
理
論
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
。
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こ
れ
に
比
べ
る
と
先
の
高
坂
は

「
し
か
し
私
は
言
い
た
い
。
純

、

粋
理
性
批
判
は
、
形
而
上
的
な
も
の
を
肯
定
し
た
。
そ
し
て
新
た
な

る
形
而
上
学
即
ち
主
体
の
形
而
上
学
の
基
礎
を
お
い
た
、
と
。
か
か

る
主
体
の
形
而
上
学
は
恐
ら
く
は
精
神
の
哲
学
と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ

を
通
じ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
ま
で
進
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
」
と
語
り
、
よ
り
「
形
而
上
学
的
」
な
方
向
で
の
一
元
的
統
一

（
八
）

の
可
能
性
を
主
張
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
『
カ
ン
ト
解
釈
の
問
題
』

に
お
い
て
、
上
述
の
「
超
越
論
的
」
と
「
形
而
上
学
的
」
と
い
う
二

つ
の
問
題
群
を

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
分
析
論
に
お
け
る
「
経
験

、

の
形
而
上
学
」
と
、
弁
証
論
に
お
け
る
「
形
而
上
学
の
形
而
上
学
」

と
呼
び
換
え
て
い
る
。
分
析
論
に
お
け
る
可
能
的
経
験
一
般
の
世
界

の
構
成
理
論
も
、
経
験
成
立
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
に
関
わ
る
「
形

而
上
学
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
全
般
的
に
形
而
上
学
的
世
界
の
設
定
と

い
う
点
に
カ
ン
ト
の
功
績
の
中
心
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
こ
こ
で
も
、
そ
の
「
経
験
の
形
而
上
学
」
は
「
経
験
の
超

越
論
哲
学
」
の
言
い
換
え
と
ど
こ
が
異
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が

生
じ
て
こ
よ
う
。
先
回
り
を
し
て
述
べ
て
お
く
が
、
次
節
以
下
で
示

さ
れ
る
小
論
の
見
方
は
プ
ラ
ウ
ス
や
高
坂
の
よ
う
に
「
経
験
」
の
形

而
上
学
で
も
な
く
、
ま
た
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
生
じ
た
「
存
在
」

（
九
）

の
形
而
上
学
に
基
づ
く
カ
ン
ト
解
釈
と
も
動
機
と
目
的
と
を
異
に
す

る
。
む
し
ろ
小
論
は
、
哲
学
に
対
す
る
独
断
論
と
の
評
価
を
再
興
さ

せ
る
結
果
を
も
も
た
ら
し
た
、
形
而
上
学
と
存
在
論
と
の
安
易
な
結

合
に
は
組
み
せ
ず
、
そ
れ
ら
と
同
時
代
に
成
立
し
て
い
た
「
認
識
」

の
形
而
上
学
の
意
義
を
再
検
討
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
は
言
え
、
形
而
上
学
的
立
場
か
ら
全
面
的
統
一
と
い
う
結
論

に
到
達
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
方
向
へ
の
先
鞭
を
つ
け
た
フ
ィ
ヒ
テ

に
お
い
て
も
す
で
に
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

そ
の
中
期
知
識
学
に
あ
た
る
『
一
八
〇
四
年
の
第
二
知
識
学
講
義
』

お
よ
び
『
第
三
知
識
学
講
義
』
の
中
で
、
上
述
し
た
よ
う
な
問
題
群

の
分
肢
構
造
と
そ
れ
ら
の
統
一
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
そ
こ
で
は
超
越
論
的
な
認
識
構
造
に
お
け
る
統
一
、
形
而

上
学
的
世
界
に
お
け
る
統
一
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
高
次
の
統
一
と
い

う
重
層
的
な
統
一
構
造
へ
の
志
向
が
正
面
か
ら
扱
わ
れ
た
。
上
述
し

て
き
た
「
形
而
上
学
的
」
見
方
と
「
超
越
論
的
」
見
方
の
統
一
と
い

う
方
向
性
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
が
な
し
え
な
か
っ

た
超
越
論
哲
学
の
完
成
へ
の
途
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
の
問
題
構
成
を
批
判
的
に
吟

味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
の
体
系
の
方
法
論
的
優
位
性
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が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
を
照
ら
し
つ
つ
そ
の
記
述
を
振
り
返

る
こ
と
で
小
論
の
序
と
し
た
い
。

さ
て
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
超
越
論
哲
学
は
、
絶
対

的
真
理
と
確
実
性
を
も
つ
統
一
性
を
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
方
法
論
」
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て

も
、
哲
学
的
な
理
性
認
識
は
「
原
理
に
基
づ
く
認
識
」
と
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
歴
史
的
認
識
の
よ
う
に
経
験
の
断
片
的
な
集
合
と
し
て

の
「
所
与
に
基
づ
く
認
識
」
で
は
あ
り
え
ず
、
全
体
を
体
系
的
に
統

一
す
る
理
性
概
念
を
原
理
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
多
様
の
範
囲
や
配
置

が
ア
プ
リ
オ
リ
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言

わ
れ
て
い
る

。
こ
の
根
本
的
統
一
で
あ
る
理
念
は
図
式
を

（B
860

）

用
い
て
世
界
を
構
成
す
る
が
、
学
問
的
認
識
に
お
い
て
そ
の
図
式
は

偶
然
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
理
念
が
示
す
内
的
目
的
に
従

っ
て
建
築
術
的
に
必
然
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

。
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
カ
ン
ト
の
主
張
に
基
づ
い
て
、
知

（B
861

）

、

識
学
に
お
け
る
そ
う
し
た
統
一
性
の
原
理
を
絶
対
者

と
呼
び

（

）
Ａ

そ
れ
を
存
在
の
内
に
も
意
識
の
内
に
も
置
か
ず
、
む
し
ろ
両
者
の
結

合
に
置
こ
う
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
存
在

は
、
つ

（
Ｓ
）

（
一
〇
）

ね
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
思
惟

な
い
し
意
識
を
端
的
に
措
定
し

（
Ｄ
）

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
た
ん
な
る
存
在
は
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
す
で
に
、
一
方
の
半
分
と
し
て
他
の
半
分
で
あ
る
思
惟
に
相

。

、

対
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

し
た
が
っ
て
絶
対
的
統
一
は

存
在

と
思
惟

な
い
し
意
識
と
の
、
絶
対
的
統
一
と
不

（
Ｓ
）

（
Ｄ
）

可
分
性
の
場
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
存
在

と

（
Ｓ
）

思
惟

と
の
統
一
の
原
理

は
、
同
時
に
両
者
の
分
離
の

（
Ｄ
）

（
Ａ
）

原
理
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
発

見
し
た
超
越
論
哲
学
の
核
心
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
性
格
を
も
つ

原
理
に
よ
る
体
系
的
統
一
の
必
然
性
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
こ

の
発
見
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は
超
越
論
哲
学
の
定
礎
者
と
な
っ
た
の
だ

と
さ
れ
る
。
同
時
に
ま
た
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識

（
一
一
）

学
は
、
基
本
的
な
方
向
性
と
し
て
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
と
同
じ
超
越

論
主
義
に
基
づ
い
た
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
カ
ン
ト
と
の
親
近
性
を
表
明
し
た
ば
か
り
の
フ
ィ
ヒ
テ

は
、
知
識
学
は
こ
の
意
味
で
の
超
越
論
主
義
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で

き
ず
、
そ
こ
か
ら
再
度
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
な

（
一
二
）

ぜ
な
ら

「
あ
る
ひ
と
つ
の
哲
学
に
お
い
て
、
Ａ
が
疑
い
な
く
そ
の

、

単
な
る
現
象
で
あ
る
Ｓ
と
Ｄ
に
分
肢
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
た

し
か
に
真
の
超
越
論
哲
学
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
哲
学
は
い
ま
だ
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絶
対
的
な
根
本
的
分
肢
と
し
て
の
Ｓ
と
Ｄ
お
よ
び
、
根
本
的
変
容
ｘ

ｙ
ｚ
へ
の
絶
対
的
分
裂
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る

「
カ

。

（
一
三
）

ン
ト
が
有
し
て
い
た
の
は
そ
も
そ
も
統
一
で
は
な
く
二
重
性
で
あ

り
、
し
か
も
二
重
化
さ
れ
た
二
重
性
な
い
し
三
重
性
、
す
な
わ
ち
×

Ｓ
＋
Ｄ
、
お
よ
び
×
ｘ
・
ｙ
・
ｚ
だ
っ
た
の
で
あ
る

」
ち
な
み
に

。

（
一
四
）

こ
こ
で
言
わ
れ
る
Ｓ
＋
Ｄ
は
、
後
に
リ
ッ
ケ
ル
ト
な
ど
が
問
題
と
し

た
、
認
識
仕
方
な
い
し
認
識
主
観
と
認
識
対
象
と
い
う
世
界
構
成
の

要
素
の
分
肢
に
相
当
し
、
ま
た
ｘ
ｙ
ｚ
は
構
成
可
能
な
複
数
の
客
体

世
界
と
い
う
分
肢
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
肢
構
造
の
多
重
性
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
う
し
た

分
肢
を
事
実
的
明
証
性
な
い
し
ア
プ
リ
オ
リ
な
明
証
性
の
事
実
と
呼

ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
ず
し
も
カ
ン
ト

の
よ
う
に
感
性
的
直
観
の
多
様
と
い
う
知
覚
論
的
な
質
料
性
に
限
定

さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
先
の
統
一
性
の
原
理
と
と
も
に
、
こ
の
明
証

性
を
認
識
な
い
し
知
の
出
発
点
と
し
て
設
定
す
る
の
が
超
越
論
哲
学

で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
な
お
も
カ
ン
ト
の
方
向
性
を

踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
は
「
知
」

そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
知
識
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
事
実

的
客
体
を
捨
象
し
て
も
残
る
も
の
、
な
い
し
客
体
が
ど
ん
な
に
変
わ

ろ
う
が
自
己
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
原
理

、
を
問
う
も
の
と

（
Ａ
）

さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
知
そ
の
も
の
」
は
生
き
生
き
と
自
己
運

動
す
る
「
点
」
で
あ
り
、
そ
の
自
己
運
動
そ
の
も
の
は
、
ア
ポ
ス
テ

（
一
五
）

リ
オ
リ
な
明
証
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
か
ら
制
限
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
統
一
性
と
自
己
構
成
性
と
は
等
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、

変
化
か
ら
不
変
性
が
帰
結
す
る
の
で
は
な
く
、
不
変
か
ら
変
化
が
帰

結
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
に
は
事
実
的
並
存
し
か
な
い
が
、
後
者
で

は
有
機
的
統
一
の
中
に
帰
結
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
統
一
的
秩
序

を
も
っ
て
も
の
ご
と
を
知
ろ
う
と
す
る
、
な
い
し
知
っ
て
い
る
と
言

う
た
め
に
は
、
Ｓ
＋
Ｄ
や
ｘ
ｙ
ｚ
の
分
肢
構
造
を
も
つ
事
実
的
明
証

性
を
認
め
て
い
て
も
そ
の
立
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
普
遍

的
原
理

の
自
己
構
成
と
い
う
発
生
的
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら

（
Ａ
）

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
性
は
い
ま
だ
そ
の
立
場

に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
基
本
的
主
張
で
あ
る
。

だ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
カ
ン
ト
が
こ
う
し
た
観
点
に
ま
っ
た
く
盲
目

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
学
徒
た
ち
と
は

異
な
り
、
カ
ン
ト
自
身
は
「
Ａ
を
、
存
在
と
思
惟
の
不
可
分
の
結
合

者
と
し
て
捉
え
て
い
る

」
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
洞
察
は
不

。

（
一
六
）

十
分
な
ま
ま
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

「
カ
ン
ト
は
知
識
学
と
は
異

。
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な
り
、
Ａ
を
絶
対
的
か
つ
純
粋
な
自
立
性
を
も
つ
も
の
と
は
見
な
さ

ず
、
ｘ
ｙ
ｚ
の
分
肢
に
共
通
な
根
本
規
定
な
い
し
偶
性
と
し
て
し
か

見
て
い
な
い
。
…
彼
自
身
の
企
図
に
従
う
な
ら
、
そ
こ
で
や
め
て
し

ま
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

」
さ
ら
に
、
原
理
を
被
制
約

。
（
一
七
）

側
か
ら
の
規
定
に
お
い
て
し
か
考
え
ず
、
自
立
性
の
側
か
ら
考
察
し

な
か
っ
た
と
い
う
批
判
と
同
時
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
指
摘

す
る

「
カ
ン
ト
の
思
弁
は
最
高
点
に
お
い
て
も
事
実
的
明
証
性
に

。

と
ど
ま
る
。
す
な
わ
ち
感
覚
的
世
界
と
超
感
覚
的
世
界
と
の
根
底
に

両
者
の
連
絡
の
原
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
発
生
す
る
二
世
界
を
端

的
に
創
造
し
規
定
す
る
原
理
が
絶
対
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
洞
察
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
カ
ン
ト
の
洞
察
は
、
絶
対
的
統

一
の
み
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
…
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
可
変
的
な
も
の

が
生
じ
る
、
と
い
う
法
則
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
が
、
カ
ン
ト
の
理

性
に
お
い
て
、
こ
の
法
則
は
絶
対
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
機
械

的
に
し
か
作
用
し
て
い
な
い
。
そ
の
洞
察
は
カ
ン
ト
に
は
事
実
的
な

も
の
で
し
か
な
く
、
そ
の
洞
察
の
客
体
に
つ
い
て
も
論
究
さ
れ
ず
に

終
わ
っ
て
い
る

」
。

（
一
八
）

こ
こ
で
は
、
論
理
的
な
追
究
の
不
十
分
性
の
指
摘
と
同
時
に
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
被
制
約
側
が
経
験
的
事
実
の
世
界
と
な
る
こ
と

か
ら
、
原
理
が
経
験
的
事
実
性
の
も
つ
明
証
性
を
超
え
ら
れ
な
い
の

だ
、
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
自
身
に
お

い
て
真
に
問
題
な
の
は
、
被
制
約
性
と
事
実
性
と
い
う
性
格
の
別
々

の
正
当
性
で
は
な
く
、
両
者
の
重
ね
書
き
の
可
能
性
な
の
で
あ
ろ
う

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
は
、
カ
ン
ト
が
中
途
半
端

に
取
り
残
し
た
こ
の
二
重
の
被
制
約
性
か
ら
原
理
を
解
放
す
る
論
究

を
進
め
、
必
要
と
さ
れ
る
絶
対
的
統
一
性
と
し
て
の
知
の
原
理
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
お
う
と
す
る
。
だ
が
そ
の
際
、
独
断
的

形
而
上
学
と
し
て
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
原
理
の
措
定
仕
方
は
も
ち
ろ

ん
回
避
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば

「
知
は
そ
れ

、

自
体
で
存
立
す
る
質
的
統
一
だ
と
い
う
洞
察
は
、
知
識
学
の
理
論
に

属
す
る
暫
定
的
な
洞
察
で
あ
っ
て
、
こ
の
洞
察
に
は
次
の
問
い
が
続

。『

。
』

く

こ
の
質
的
統
一
に
お
け
る
知
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か

。
」

こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
知
識
学
の
そ
も
そ
も
の
本
質
で
あ
る（

一
九
）

カ
ン
ト
は
生
前
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
既
に
超
越
論
哲
学
で
は
な
く
独
断

論
に
陥
っ
て
い
る
と
非
難
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ

で
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
、
絶
対
的
な
知
の
存
在
論
的
原
理
に
独

断
的
に
立
脚
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
「
暫
定
的
な
洞
察
」
を

満
た
し
う
る
原
理
に
つ
い
て
の
論
究
こ
そ
が
知
識
学
で
あ
る
と
さ
れ
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て
い
る
。
そ
の
点
に
限
れ
ば
、
知
識
学
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
自
認
す
る
よ

う
に
、
な
お
も
ま
だ
批
判
主
義
的
な
超
越
論
哲
学
で
あ
り
、
か
つ
経

験
的
事
実
性
に
よ
ら
な
い
認
識
の
形
而
上
学
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ

た
と
す
ら
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
う
よ
う
に

「
知
識
学
で
あ
る
と
こ
ろ
の

、

わ
れ
わ
れ
」
が
上
述
の
よ
う
な
洞
察
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
事
実
的

明
証
性
を
超
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
方
法

論
的
な
論
点
を
前
も
っ
て
処
理
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に

そ
れ
は
、
被
制
約
的
事
実
で
は
な
く
純
粋
理
性
概
念
の
よ
う
な
根
本

概
念
な
い
し
根
本
的
な
統
一
原
理
か
ら
派
生
的
な
分
肢
構
造
を
見
る

視
点
を
、
し
か
も
独
断
的
存
在
論
に
陥
ら
ず
に
ど
う
や
っ
て
確
保
す

る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
事
実
的
明
証
性
に
よ
ら
な

い
知
自
体
の
認
識
の
原
理
に
立
つ
と
い
う
際
に
、
お
な
じ
超
越
論
哲

学
と
は
言
っ
て
も
、
感
覚
的
質
料
性
の
介
入
と
い
う
カ
ン
ト
に
と
っ

て
は
必
然
的
な
前
提
か
ら
ど
う
や
っ
て
解
放
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
講
義
の
中
核
と
な
る
の
は
こ
れ
ら
の

点
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
知
的
努
力
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
小
論

は
知
識
学
の
方
法
論
に
関
す
る
論
究
で
は
な
い
の
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
の

議
論
に
関
す
る
分
析
は
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
次
節
以

（
二
〇
）

下
で
問
題
に
し
た
い
の
は
む
し
ろ
、
カ
ン
ト
の
思
弁
哲
学
の
中
で
、

こ
う
し
た
知
識
学
的
な
知
の
発
生
的
原
理
と
い
う
性
格
が
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
提
起

は
過
去
の
遺
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
二
〇
世
紀
後
半
以
降
、

科
学
的
世
界
像
が
揺
ら
い
で
き
た
現
代
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
解
釈
者

た
ち
が
頻
繁
に
取
り
上
げ
て
い
る
問
題
の
方
向
性
は
、
し
ば
し
ば
カ

ン
ト
の
批
判
的
後
継
者
た
ち
が
行
っ
て
き
た
努
力
に
近
似
し
て
お

り
、
ま
た
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
「
形
而
上
学
」
へ
の
お
そ
ら
く
は
無

意
識
的
な
傾
向
性
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
論
は
、

そ
う
し
た
点
に
関
す
る
問
題
の
所
在
と
そ
の
重
層
的
な
意
味
を
再
吟

味
す
る
た
め
の
、
序
説
と
な
る
論
究
で
も
あ
る
。

二

形
而
上
的
な
諸
客
体
世
界
に
関
す
る
問
題
群

上
述
し
て
き
た
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
い
て
、
カ
ン
ト
に
お
け

る
思
弁
的
理
性
使
用
と
「
形
而
上
学
」
に
関
わ
る
問
題
を
振
り
返
っ

て
み
た
い

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
緒
言
に

。

お
い
て
カ
ン
ト
は
、
悟
性
推
論
と
理
性
推
論
を
形
式
論
理
学
に
お
け
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る
直
接
推
論
と
間
接
推
論

に
比
定
し
つ
つ

「
理
性
の

（
三
段
論
法
）

、

論
理
的
使
用
」
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
思
弁
的
理
性
は

「
き

、

わ
め
て
多
様
な
悟
性
認
識
を
推
論
に
よ
っ
て
最
小
限
の
原
理
に
還
元

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
様
な
悟
性
認
識
の
最
高
の
統
一
を
成
し
遂
げ

よ
う
と
す
る

」
機
能
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
限
り
で

（B
361

）

理
性
能
力
は
、
悟
性
能
力
を
前
提
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
間
接
的
に

は
感
性
的
直
観
能
力
を
も
前
提
し
て
の
み
働
く
こ
と
が
で
き
る
「
二

次
的
能
力

」
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
悟
性
が
有
す
る
命
題

（B
362

）

論
理
性
と
い
う
文
法
性
格
や
、
感
性
的
直
観
の
多
様
へ
の
関
係
性
と

い
う
実
質
的
で
事
実
的
な
意
味
付
け
の
性
格
に
よ
っ
て
、
理
性
の
作

用
仕
方
は
先
取
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
理
性
は
そ
れ
自
身
と
し
て

統
一
と
い
う
独
自
の
能
力
を
も
つ
と
は
い
え
、
そ
の
能
力
は
い
わ
ば

「
拡
張
さ
れ
た
悟
性
」
と
し
て
の
統
制
的
で
分
析
的
な
統
一
能
力
で

あ
り
、
孤
立
し
て
綜
合
的
に
働
く
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
も

ち
ろ
ん
、
根
本
概
念
と
し
て
の
理
性
自
身
が
も
つ
独
自
な
文
法
性
格

や
意
味
付
け
性
格
の
み
に
よ
っ
て
独
自
の
客
体
世
界
を
構
成
す
る
こ

と
は
、
原
理
的
に
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

「

」

、

し
か
し
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た

理
性
の
論
理
的
使
用

と
と
も
に

「
理
性
の
純
粋
使
用
」
な
い
し
実
在
的
使
用
と
い
う
機
能
を
も
思
弁

的
理
性
に
認
め
て
い
る

「
理
性
は
孤
立
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

。

孤
立
さ
せ
ら
れ
た
場
合
に
も
理
性
は
概
念
と
判
断
の
独
自
な
源
泉
で

あ
り
、
そ
れ
ら
が
ま
っ
た
く
理
性
か
ら
現
出
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て

理
性
は
対
象
と
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か

「
理
性
は
そ
れ

（B
362

）
」
、

自
身
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
純
粋
理
性
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
綜
合
的

原
則
と
諸
規
則
を
内
包
し
て
い
る
だ
ろ
う
か

」
理
性
の
構

（ibid.

）
。

成
的
で
綜
合
的
な
統
一
能
力
に
関
す
る
こ
う
し
た
問
い
は
、
カ
ン
ト

の
率
直
な
疑
問
で
あ
り
、
全
否
定
さ
れ
る
た
め
に
だ
け
提
出
さ
れ
る

疑
似
問
題
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
問
い
が
発
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

、

、

の
は

一
方
で
そ
れ
が
人
間
理
性
の
本
性
的
関
心
だ
か
ら
で
あ
る
が

他
方
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
も
指
摘
し
た
通
り
、
被
制
約
的
な
も
の
に
制
約

さ
れ
た
ま
ま
で
は
理
性
は
と
う
て
い
包
括
的
な
制
約
原
理
と
は
言
え

ず
、
ま
た
被
制
約
的
な
も
の
が
被
制
約
的
で
あ
る
た
め
に
は
制
約
が

先
取
的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
、
制
約
が

制
約
で
あ
る
た
め
に
は
被
制
約
者
に
限
定
を
与
え
う
る
綜
合
的
原
理

と
し
て
の
完
全
性
や
統
体
性
を
先
取
的
に
も
た
な
い
わ
け
に
は
い
か

、

。

な
い

と
い
う
充
足
根
拠
的
な
洞
察
が
自
明
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

も
し
思
弁
的
認
識
に
お
い
て
純
粋
理
性
の
綜
合
的
統
一
が
先
置
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
、
悟
性
認
識
の
系
列
は
自
ら
が
遡
及
的
に
ま
と
ま
っ
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て
い
く
は
ず
の
方
向
性
を
見
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
被
制
約
の
可
能
の
制
約
と
し
て
の
「
超
越
論
性
」
の
な
か
に

も
、
上
述
の
二
次
的
な
分
析
的
統
一
の
能
力
と
い
う
設
定
と
は
矛
盾

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
思
弁
的
理
性
の
純
粋
使
用
を
含
ま
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
今
一
度
、
別
の
観
点
か
ら
見
直
し
て
み
よ
う

『
純

。

粋
理
性
批
判

「
超
越
論
的
方
法
論
」
の
「
独
断
的
使
用
に
お
け
る

』

純
粋
理
性
の
訓
練
」
で
は
、
数
学
的
理
性
認
識
と
哲
学
的
理
性
認
識

と
の
区
分
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
哲
学
的
認
識
に
お
い
て

は
「
純
粋
直
観
に
お
い
て
概
念
を
構
成
す
る
」
数
学
的
認
識
と
異
な

っ
て
、
一
般
概
念
が
先
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り

「
哲
学
的
認
識

、

は
概
念
か
ら
の
理
性
認
識
で
あ
る

「
ア
プ
リ
オ
リ
な
概

。

」
、

（B
741

）

念
は
本
来
す
で
に
、
純
粋
直
観
な
い
し
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ

な
い
可
能
的
直
観
の
綜
合
を
含
ん
で
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

前
者
で
は
概
念
が
構
成
さ
れ
、
後
者
で
は
概
念
に
よ
っ
て
綜
合
的
か

つ
ア
プ
リ
オ
リ
に
判
断
さ
れ
う
る
が
、
そ
れ
は
概
念
に
よ
っ
て
推
論

的
に
な
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る

こ
の
言
明
に
お
け
る

先

（

）

B
747f.

。
」

「

置
さ
れ
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念

と
は

カ
テ
ゴ
リ
ー
す
な
わ
ち

ア

」

、

「

プ
リ
オ
リ
な
純
粋
悟
性
概
念
」
を
思
わ
せ
る
も
の
で
、
ま
た
そ
の
よ

う
に
解
さ
れ
が
ち
だ
が
、
こ
の
章
全
体
が
も
っ
ぱ
ら
「
純
粋
理
性
の

（

）

使
用

の
可
否
に
関
す
る
も
の
で
あ
り

純
粋
直
観
に
よ
る

」

、

純
粋

概
念
の
構
成
と
し
て
の
数
学
的
認
識
と
の
対
比
と
い
う
以
上
の
限
定

を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
「
理
性
が
答
え
ら
れA

な
い
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
運
命
に
あ
る
（

」
と
こ
ろ
の
「
純
粋
理
性
概
念
」
を
も
含
ん
で
い
る
は
ず
だ
と
見

I

）な
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
経
験
的
事
実
で
な
い
た
め

に
そ
れ
を
う
ま
く
記
述
で
き
ず
回
答
も
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
よ

う
な
、
形
而
上
学
的
概
念
に
は
じ
め
か
ら
悩
ま
さ
れ
て
い
る
者
に
の

み
、
客
観
的
な
回
答
の
可
能
不
可
能
に
か
か
わ
ら
ず
、
哲
学
的
認
識

は
そ
も
そ
も
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
哲
学
的
な
理
性
使
用
に
際
し
て
は

「
た
ん
な
る
概
念
に

、

よ
る
理
性
の
超
越
論
的
使
用
に
お
い
て
は
、
可
能
的
経
験
と
い
う
狭

い
限
界
を
超
え
て
拡
張
し
よ
う
と
い
う
理
性
の
傾
向
を
抑
制
し
、
放

埒
や
迷
妄
か
ら
遠
ざ
け
て
お
く
た
め
の
訓
練
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ

る

」
と
い
う
注
意
事
項
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合

（B
739

）

に
言
わ
れ
る
超
越
論
的
使
用
も
、
た
ん
に
可
能
的
経
験
世
界
を
構
成

す
る
限
り
で
の
使
用
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
含
ん
で

は
い
る
が
、
む
し
ろ
よ
り
広
く
、
上
述
の
「
純
粋
使
用
」
と
し
て
の
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超
越
論
的
使
用
全
体
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

も
そ
も
「
超
越
論
的
」
と
い
う
概
念
の
一
般
的
定
義
だ
け
か
ら
、
悟

性
と
感
性
に
よ
る
「
可
能
的
経
験
世
界
」
と
い
う
特
殊
な
客
体
世
界

の
原
理
設
定
と
い
う
、
限
定
的
な
性
格
を
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
な

い
。
む
し
ろ
「
超
越
論
的
」
と
い
う
概
念
は
、
第
一
義
的
に
は
可
能

的
な
諸
客
体
世
界
の
「
可
能
の
制
約
」
と
し
て
の
原
理
一
般
と
い
う

。

、

性
格
を
読
み
込
む
べ
き
も
の
だ
と
思
わ
れ
る

そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
も

こ
の
純
粋
使
用
と
い
う
意
味
で
の
純
粋
理
性
概
念
を
正
し
く
「
超
越

論
的
理
念
」
と
名
付
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
の
超
越

論
的
理
念
は
「
勝
手
な
空
想
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
理
性
の
本
性
に

よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
課
さ
れ
た
も
の

」
で
あ
る
か
ら

「
け

（B
384

）

、

B

っ
し
て
無
用
で
無
意
味
な
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（

」
が
、
そ
う
し
た
無
制
約
的
な
「
超
越
論
的
理
念
」
が
ひ
と
た

385

）

び
綜
合
的
原
則
と
し
て
設
定
さ
れ
る
と
き

「
こ
の
純
粋
理
性
の
最

、

高
原
理
か
ら
現
出
す
る
諸
原
則
は
、
い
っ
さ
い
の
現
象
に
関
し
て
超

越
的
で
あ
り

「
純
粋
悟
性
に
は
ま
っ
た
く
知
り
得
な
い

（B
365

）
」
、

綜
合
的
命
題

」
と
な
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
超
越
論
的
理

（ibid.

）

念
と
は
い
わ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
は
未
知
の
創
造
神
の
よ
う
に
自
ら
の

権
能
に
よ
っ
て
自
ら
の
客
体
世
界
を
自
由
に
構
成
す
る
根
本
原
理
で

あ
り
、
そ
の
客
体
世
界
の
可
能
の
必
然
的
で
根
本
的
な
制
約
な
い
し

根
本
概
念
と
し
て
は
ま
さ
し
く
「
超
越
論
的
」
理
念
で
あ
る
が
、
そ

の
世
界
が
、
能
力
的
に
限
定
さ
れ
特
化
さ
れ
た
被
造
物
で
あ
る
わ
れ

わ
れ
の
事
実
的
経
験
や
現
象
仕
方
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
は
、
直
ち

に
は
わ
か
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
思
弁
的
理
性
に

お
い
て
は
、
そ
の
綜
合
的
理
性
統
一
の
法
則
性
と
わ
れ
わ
れ
の
悟
性

的
経
験
の
法
則
性
が
同
質
で
あ
る
こ
と
が
、
考
察
の
初
期
条
件
と
な

っ
て
い
る
。
先
に
フ
ィ
ヒ
テ
が
述
べ
て
い
た
「
機
械
的
な
作
用
」
と

は
こ
の
同
質
性
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
理
性
の
純
粋
使
用
」
と
は
、
概
念
と
判
断
の
独

自
な
源
泉
で
あ
る
「
純
粋
理
性
概
念
」
が
、
何
ら
か
の
世
界
構
成
の

可
能
の
制
約
と
し
て
の
「
超
越
論
的
理
念
」
と
し
て
、
先
取
的
な
制

限
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
由
に
か
つ
綜
合
的
に
自
ら
の
客
体
世
界
を

構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
客
体
世
界
の
構
造
や
論
理
性
が
、
悟

性
や
感
性
と
い
う
可
能
的
経
験
世
界
を
記
述
す
る
文
法
構
造
で
は
記

述
し
得
な
い
も
の
、
つ
ま
り
経
験
と
し
て
現
象
化
さ
れ
な
い
も
の
で

あ
れ
ば

「
超
越
論
的
理
念
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
客
体
世
界
は

、

「

」

。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
基
本
的
に

形
而
上
的
世
界

と
な
る
だ
ろ
う

そ
の
客
体
世
界
の
代
表
的
な
一
つ
が
、
純
粋
実
践
理
性
と
い
う
根
本
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概
念
が
い
わ
ば
地
上
の
道
徳
神
と
し
て
主
体
的
か
つ
自
由
に
作
り
だ

す
叡
知
界
、
す
な
わ
ち
「
道
徳
の
形
而
上
学
」
の
世
界
と
さ
れ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
同
時
に
ま
た
、
こ
れ
に

相
応
す
る
純
粋
思
弁
的
理
性
の
作
り
だ
す
客
体
世
界
も
、
基
本
的
に

は
「
自
然
の
形
而
上
学
」
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ア

プ
リ
オ
リ
な
悟
性
概
念
な
ど
と
の
被
制
約
的
合
致
を
は
じ
め
か
ら
想

定
し
て
い
る
、
高
坂
の
「
経
験
の
形
而
上
学
」
で
は
な
い
。
む
し
ろ

「
道
徳
の
形
而
上
学
」
も
「
自
然
の
形
而
上
学
」
も
、
少
な
く
と
も

当
初
は
超
越
論
的
理
念
に
よ
る
「
形
而
上
学
の
形
而
上
学
」
に
近
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
客
体
世
界
の
構
成
を
あ
く
ま
で
ア
プ

リ
オ
リ
な
綜
合
的
原
理
に
基
づ
け
る
と
い
う
超
越
論
的
認
識
論
の
方

法
は
、
独
断
的
形
而
上
学
批
判
を
め
ざ
す
認
識
批
判
と
し
て
の
超
越

論
哲
学
と
い
う
カ
ン
ト
理
解
と
同
時
に

純
粋
理
性
批
判

を

形

、『

』

「

而
上
学
」
の
問
題
群
の
中
に
位
置
付
け
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
に

も
な
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
周
知
の
よ
う
に
、
た
と
え
「
概
念
の
み
に
よ
る
超
越

論
的
綜
合
は
存
在
す
る

」
と
さ
れ
て
も
、
そ
う
し
た
思
弁

（B
747

）

的
理
性
の
超
越
論
的
使
用
が
実
際
に
「
成
功
す
る

、
す
な
わ
ち
わ

」

れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
現
実
に
」
何
ら
か
の
客
体
世
界
が
構
成
さ
れ
う

る
た
め
に
は
、
客
体
世
界
の
実
質
的
内
容
と
な
る
質
料
性
が
確
保
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
思
弁
的
対
象
認
識
に
お
い
て
そ
の
質

料
性
は
「
時
間
空
間
に
お
い
て
現
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
感
覚
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
る

た
め

感
性
的
直
観
に
お
い
て

経

（

）

B
751

」

、

「

験
的
に
の
み
確
実
に
与
え
ら
れ
う
る
も
の
で
し
か
な
い

」

（ibid.

）
。

そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
的
演
繹
の
後
段
部
分
で
論
証
さ
れ
た
よ
う
に
、

ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
は
感
性
的
直
観
の
多
様
に
の
み
限
定
し
て
使
用

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
概
念
を
感
性
的
直
観
に
お
い
て

ア
プ
リ
オ
リ
に
限
定
す
る
こ
と
の
み
が
、
現
実
に
客
体
世
界
の
成
立

を
成
功
さ
せ
る
条
件
と
し
て
許
容
さ
れ

「
概
念
に
よ
る
理
性
使
用

、

と
い
う
こ
と
で
可
能
な
の
は
、
現
象
を
そ
の
実
在
的
内
容
に
関
し
て

概
念
の
下
に
も
た
ら
す
こ
と
だ
け
で
あ
る

」
と
さ
れ
る
こ

（B
751

）

。

、

と
に
な
る

か
く
し
て
実
践
理
性
で
は
な
い
思
弁
理
性
の
世
界
で
は

超
越
的
概
念
に
基
づ
く
形
而
上
的
世
界
は
、
実
在
の
可
能
性
は
あ
っ

て
も
「
現
実
に
」
は
構
成
さ
れ
得
な
い
、
統
制
的
消
極
的
世
界
と
し

て
批
判
的
に
扱
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
一
般
に

「
無
制
約
者
の
理
念

、

は
統
制
的
機
能
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
究
極
的
に
は
た
ん
な
る
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
間
を
た
ん
な
る
主
観
性
の
彼
岸
へ
向

か
わ
せ
る
実
在
性
を
持
つ
」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
作
用
の
肯
定
的
側

（
二
一
）
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面
を
認
め
て
い
て
も

「
純
粋
な
理
論
的
考
察
で
は
、
無
制
約
者
は

、

反
省
の
プ
ロ
セ
ス
の
終
端
部
の
こ
と
で
あ
り
、
面
倒
な
問
題
を
避
け

る
た
め
に
は
、
必
要
な
ら
恣
意
的
に
中
断
し
て
も
差
し
支
え
な
い
」

（
二
二
）

と
い
う
よ
う
に
、
論
究
自
体
は
尻
す
ぼ
み
的
な
恣
意
的
中
断
に
終
わ

る
こ
と
に
な
る
。
可
能
的
経
験
と
い
う
狭
い
土
地
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た

障
壁
の
向
こ
う
側
に
つ
い
て
は
、
ど
の
み
ち
知
覚
的
内
容
を
持
っ
た

世
界
と
し
て
は
表
象
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
思
弁
的
な
超
越
論
的
根
拠
付
け
に
と
っ
て
は
ア
ポ
リ
ア

で
し
か
な
い
そ
の
恣
意
的
中
断
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
恣
意
的
」
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
表
裏
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
回
答
で
き

な
い
形
而
上
学
の
世
界
に
踏
み
迷
う
こ
と
自
体
は
理
性
に
と
っ
て
不

可
避
な
状
況
な
の
で
あ
り
、
実
の
と
こ
ろ
真
に
「
面
倒
な
問
題
」
で

は
な
い
。
真
の
「
面
倒
な
問
題
」
は
理
性
的
形
而
上
学
の
世
界
で
は

な
く
、
理
性
の
自
己
放
棄
に
よ
る
世
界
の
自
己
崩
壊
で
あ
る

「
弁

。

証
論
」
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
独
断

的
形
而
上
学
を
批
判
し
、
原
則
的
に
理
解
で
き
な
い
世
界
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
虚
し
い
努
力
を
中
断
し
よ
う
と
い
う
表
の
批
判
主
義
的

な
顔
に
は
、
誤
っ
た
努
力
が
理
性
自
身
の
疲
弊
を
も
た
ら
し
、
真
に

「

」

「

」

「

」

面
倒
な
問
題

で
あ
る

自
暴
自
棄
的
独
断

か

懐
疑
的
絶
望

に
陥
っ
て
、
理
性
が
自
滅
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
の
予
防
策
、
と
い

う
積
極
的
な
裏
面
の
顔
が
隠
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
恣
意
的
中

（
二
三
）（

こ
こ
で
は
経
験
的
感
性
界
）

断
は
、
当
該
の
限
定
さ
れ
た
客
体
世
界

の
構
成
に
準
じ
た
理
性
使
用
に
よ
っ
て
他
の
客
体
世
界
を
も
構
成
し

よ
う
と
す
る
、
と
い
う
仕
方
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
り
、
た
と
え
ば

「
実
践
理
性
の
優
位
」
と
し
て
、
道
徳
的
叡
知
界
の
よ
う
な
別
の
純

粋
理
性
に
基
づ
く
別
の
客
体
世
界
の
構
成
可
能
性
と
、
そ
の
た
め
の

別
の
作
業
能
力
の
可
能
性
を
理
性
に
残
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

先
に
も
見
た
通
り
、
カ
ン
ト
の
「
方
法
論
」
に
お
い
て
こ
う
し
た

別
の
理
性
使
用
が
実
際
に
可
能
と
さ
れ
、
後
に
道
徳
の
形
而
上
学
の

理
論
お
よ
び
「
実
践
理
性
の
優
位
」
に
よ
っ
て
道
徳
の
形
而
上
学
的

世
界
が
拓
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
誰
で
も
重
々
承
知
し
て
い
る
と
言

わ
れ
よ
う

「
無
制
約
者
と
い
う
理
念
の
実
在
性
を
保
証
し
よ
う
と

。

す
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
、
理
論
的
反
省
の
レ
ベ
ル
の
み
で
展
開
さ
れ

れ
ば
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
努
力
が
成
功
で
き
る
の
は
実
践

。

」
、

哲
学
の
領
野
の
み
で
あ
る

カ
ン
ト
は
そ
の
様
に
確
信
し
て
い
る（

二
四
）

と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
だ
ろ
う
。
だ
が
、
上
述
の
可
能
性
か
ら

帰
結
す
る
の
は
、
道
徳
的
叡
知
界
よ
り
ず
っ
と
近
傍
に
あ
る
問
題
で

あ
る
。
改
め
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
思
弁
理
性
の
超
越
論
的
原
理
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で
あ
る
統
覚
も
、
論
理
的
機
能
や
心
理
的
機
能
に
と
ど
ま
ら
ず
、
誤

謬
推
理
の
対
象
と
な
る
「
わ
れ
思
う
」
の
超
越
論
的
主
体
性
自
体
と

し
て
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
原
理
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
純
粋
理
性
の

形
而
上
学
的
原
理
で
あ
る
。
純
粋
実
践
理
性
が
産
み
出
す
根
本
法
則

が
ア
プ
リ
オ
リ
な
道
徳
法
則
で
あ
る
な
ら
ば
、
純
粋
理
論
理
性
が
産

み
出
す
根
本
法
則
は
お
な
じ
く
ア
プ
リ
オ
リ
な
悟
性
概
念
の
は
ず
で

あ
る

「
わ
れ
わ
れ
が
質
料
に
関
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
持
ち
う
る
の

。

は

統
覚
の
統
一
に
属
す
る
可

、
（
何
ら
か
の
可
能
的
経
験
に
お
け
る
）

、

」

能
的
感
覚
の
綜
合
と
い
う

未
限
定
的
な
概
念
に
限
ら
れ
る
（

）

B
751

。

、

と
い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
に
は
両
義
性
が
含
ま
れ
て
い
る

す
な
わ
ち

あ
ら
か
じ
め
感
覚
的
質
料
が
な
け
れ
ば
限
定
で
き
な
い
と
い
う
経
験

的
側
面
と
、
あ
ら
か
じ
め
質
料
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
限
定
可
能
で
あ
る

よ
う
に
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
質
料

を
可
能
的
に
包
含
す
る
能
力
と
は
、
経
験
に
お
け
る
感
性
的
直
観
の

な
い
概
念
使
用
の
よ
う
に
空
虚
で
形
式
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と

が
な
く
、
そ
の
使
用
に
な
ん
ら
か
の
有
意
味
性
を
持
ち
う
る
、
す
な

わ
ち
な
ん
ら
か
の
意
味
あ
る
客
体
世
界
の
成
立
を
示
唆
し
う
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
可
能
的
意
味
構
成
性
格
が
先
取
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

独
断
的
形
而
上
学
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
実
在
的
質
料
性
ま
で

を
も
創
造
す
る
「
物
自
体
」
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
に
せ
よ
、
意
味
構

成
原
理
で
は
あ
る
統
覚
が
、
た
ん
な
る
論
理
形
式
に
と
ど
ま
ら
ず
ラ

ス
ク
の
い
う
「
不
」
感
性
的
で
意
味
論
的
な
質
料
性
で
あ
る
意
義
、

（
二
五
）

価
値
、
真
理
で
も
あ
り
、
い
わ
ば
意
味
自
体
性
と
い
う
特
殊
な
性
格

を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
カ
ン
ト
派
が
、
思
弁

的
な
超
越
論
哲
学
の
中
核
的
原
理
が
も
つ
べ
き
必
然
的
性
格
と
し
て

語
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
そ
の
意
味
自
体
性
を
「
妥
当
」
な
い
し
「
価

値
」
と
名
づ
け
た
の
だ
っ
た
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば

「
カ
ン
ト

、

は
も
っ
ぱ
ら
意
味
概
念
と
し
て
の
み
理
解
で
き
る
よ
う
な
概
念
を
構

成
し
た
の
で
あ
る

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚
は
現
実
的

。
（
中
略
）

な
心
理
作
用
で
は
な
く
、
純
粋
な
価
値
で
も
な
く
、
超
経
験
的
な
実

在
で
も
な
か
っ
た
。
超
越
論
的
統
覚
は
そ
れ
ゆ
え
、
意
味
の
概
念
と

し
て
の
み
理
解
で
き
る
の
で
あ
る

」
た
し
か
に
、
も
し
統
覚
に
こ

。

（
二
六
）

の
よ
う
な
あ
り
方
を
認
め
な
い
と
す
る
と
、
統
覚
と
は
形
式
論
理
的

機
能
以
外
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
、
そ
の
綜
合
的
統
一

機
能
に
よ
っ
て
可
能
的
経
験
世
界
の
秩
序
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、

そ
の
成
立
は
せ
い
ぜ
い
質
料
と
形
式
と
が
「
偶
然
に
」
一
致
し
た
も

の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
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繰
り
返
す
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
点
が
も
た
ら
す
影
響
は
純
粋
理

性
概
念
に
限
定
さ
れ
な
い
深
刻
な
も
の
で
あ
る
。
統
覚
に
基
づ
く
悟

性
の
構
成
的
機
能
の
使
用
が
判
断
の
論
理
的
使
用
に
制
限
さ
れ
、
か

つ
そ
の
判
断
の
適
用
対
象
が
感
性
的
直
観
の
多
様
に
制
限
さ
れ
る
と

い
う
二
つ
の
限
定
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
可
能
的
経

験
世
界
は
成
立
す
る
。
し
か
し
そ
の
悟
性
規
則
は

「
わ
れ
思
う
」

、

の
思
弁
的
理
性
が
綜
合
的
に
構
成
す
る
形
而
上
的
世
界
の
規
則
と
ど

こ
ま
で
一
致
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
の
か
。
こ
れ
は
論
理
的
に
は
、

思
弁
的
純
粋
概
念
と
い
う
形
而
上
学
的
原
理
の
純
粋
作
用
が
、
悟
性

の
論
理
的
作
用
と
一
致
し
て
い
る
と
ど
う
し
て
言
え
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
言
え
な
け
れ
ば
、
た
と
え
可
能
的

経
験
一
般
の
世
界
を
制
限
と
し
て
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
同
時
に
独
断
的
形
而
上
学
へ
の
批
判
と
な
る
、
と
は
直

ち
に
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
よ
り
狭
義
に
、
悟

性
作
用
の
内
部
に
お
い
て
そ
れ
は
、
分
析
的
統
一
と
綜
合
的
統
一
の

ア
プ
リ
オ
リ
な
一
致
、
す
な
わ
ち
「
可
能
的
経
験
一
般
の
ア
プ
リ
オ」

リ
な
制
約
は
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能
の
制
約
で
あ
る
（

）

A
111

と
述
べ
ら
れ
る
、
そ
の
「
同
時
に
」
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
と

い
う
問
題
で
あ
り

『
論
理
哲
学
論
考
』
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

、

ン
で
い
う
な
ら
ば
、
論
理
空
間
が
「
同
時
に
」
世
界
の
写
像
だ
と
ど

う
し
て
言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

今
こ
の
後
者
の
問
題
に
深
入
り
せ
ず
そ
の
帰
趨
の
み
を
述
べ
る

な
ら
、
カ
ン
ト
自
身
に
お
い
て
こ
れ
は
悟
性
お
よ
び
感
性
の
根
源
的

獲
得
問
題
の
一
面
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
解
決
は
、
根
源
的
に
獲
得
さ

れ
て
い
る
悟
性
の
論
理
的
作
用
に
即
し
て
記
述
で
き
る
限
り
の
世
界

が
可
能
的
経
験
一
般
の
世
界
と
し
て
仮
設
的
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
限

り
に
お
い
て
思
弁
的
純
粋
理
性
の
原
理
と
必
然
的
に
一
致
す
る
「
は

ず
」
だ
、
と
い
う
規
準
的
理
解
へ
と
収
斂
し
て
い
っ
た

『
純
粋
理

。

性
批
判
』
の
第
二
版
に
な
っ
て
急
に
頻
出
す
る
こ
の
問
題
へ
の
理
解

が

「
実
験
的
方
法
」
な
い
し
「
投
げ
入
れ
説
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

、
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
悟
性
と
感
性
で
実
験
的
に
構
成
さ
れ

る
可
能
的
経
験
世
界
の
内
部
に
お
け
る
構
成
原
理
と
、
構
成
さ
れ
た

客
体
世
界
と
の
原
理
的
一
致
に
の
み
解
決
が
求
め
ら
れ
る
。
悟
性
認

識
は
自
ら
の
原
理
で
自
ら
の
客
体
世
界
と
の
必
然
的
な
関
係
を
も

ち
、
純
粋
理
性
認
識
は
そ
こ
に
は
な
ん
ら
関
与
し
な
い
こ
と
に
な
っ

た
と
も
言
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
悟
性
的
な
可
能
的
経
験
世
界

と
本
来
の
思
弁
的
理
性
原
理
が
作
っ
て
い
る
は
ず
の
形
而
上
学
的
世

界
を
含
ん
だ
世
界
と
の
二
重
構
造
性
に
つ
い
て
は
、
乖
離
が
ま
す
ま
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す
強
く
な
る
の
み
で
、
二
つ
の
世
界
性
の
必
然
的
な
類
縁
関
係
を
証

示
す
る
に
は
至
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
悟
性
と
感
性
で
作
ら
れ
る

世
界
が
、
広
義
の
思
弁
的
理
性
の
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
確
証
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

き
わ
め
て
粗
雑
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
て
み
る
と
実
は
思

弁
的
認
識
に
お
い
て
も
、
純
粋
理
論
理
性
の
概
念
が
構
成
す
る
客
体

世
界
の
世
界
性
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
な
の
か
、

そ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
可
能
的
経
験
一
般
の
世
界
と
一
致
し
て
い
る
の

か
、
と
い
う
問
題
が

「
分
析
論
」
に
お
け
る
超
越
論
的
演
繹
の
後

、

で
も
再
度
手
付
か
ず
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

加
え
て
さ
ら
に
、
上
述
の
問
題
に
は
解
決
が
求
め
ら
れ
る
や
っ

か
い
な
別
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
二
重
構
造
の
世
界

の
性
格
に
類
縁
関
係
が
認
め
ら
れ
、
超
越
論
的
演
繹
に
よ
っ
て
論
証

さ
れ
た
悟
性
と
感
性
の
世
界
が
、
思
弁
的
理
性
の
作
る
世
界
と
同
質

的
だ
と
見
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
、
そ
の
同
質
性
を
認

識
し
記
述
す
る
論
理
的
仕
方
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
記
述
で
き
て
い
る

、

。

、

の
か

と
い
う
次
の
レ
ベ
ル
の
問
題
が
残
っ
て
い
る

こ
の
問
題
は

思
弁
的
認
識
の
世
界
で
は
了
解
し
に
く
い
が
、
実
践
的
認
識
の
世
界

を
考
え
る
と
よ
く
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
純
粋
実
践

理
性
原
理
が
自
由
か
つ
綜
合
的
に
作
り
だ
す
叡
知
的
世
界
は
、
経
験

世
界
で
は
な
い
が
別
の
客
体
世
界
と
し
て
構
成
的
積
極
的
に
扱
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
「
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
」
の
よ
う
な

根
本
概
念
は
、
経
験
世
界
で
は
な
い
別
の
客
体
世
界
の
構
成
原
理
と

な
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
が
、
認
識
し
記
述
す
る
理
論
的
論
理
に
よ
っ

て
き
ち
ん
と
記
述
で
き
て
い
る
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
手
持
ち
の
論

理
は
理
論
的
な
可
能
的
経
験
世
界
を
記
述
す
る
に
は
ま
だ
し
も
足
り

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
践
理
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
別

の
客
体
世
界
を
記
述
す
る
に
は
役
不
足
で
あ
り
、
く
だ
ん
の
「
純
粋

実
践
理
性
の
事
実
」
は
、
理
論
的
論
理
の
記
述
に
お
い
て
は

「
あ

、

た
か
も
事
実

「
経
験
に
は
け
っ
し
て
現
れ
な
い
事
実

「
超
越
論

」
、

」
、

的
事
実
」
な
ど
と
い
う
語
義
矛
盾
的
な
表
現
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
て
言
う
な
ら
日
本
語
の
論
理
の
世
界
を
ド

イ
ツ
語
の
論
理
で
記
述
し
よ
う
と
し
て
も
世
界
の
同
一
性
に
は
け
っ

し
て
達
し
え
な
い
と
言
う
の
に
等
し
い
。
今
こ
の
問
題
性
を
、
実
践

的
世
界
で
は
な
く
思
弁
的
理
性
の
世
界
の
場
合
に
あ
て
は
め
る
な
ら

ば
、
日
本
語
の
論
理
の
世
界
を
、
ま
ち
が
い
な
く
翻
訳
不
確
定
の
外

国
語
で
は
な
い
日
本
語
の
論
理
で
説
明
で
き
た
の
だ
と
ど
こ
ま
で
言

え
る
の
か
、
と
い
う
単
純
な
問
題
設
定
が
先
の
第
一
の
問
題
で
あ
っ
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た
の
に
対
し
て
、
日
本
語
で
説
明
で
き
る
限
り
の
世
界
を
日
本
と
呼

ぶ
の
だ
か
ら
日
本
は
日
本
語
の
論
理
で
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
投

げ
入
れ
説
に
よ
っ
て
、
日
本
語
に
よ
る
説
明
の
権
利
根
拠
が
と
り
あ

え
ず
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
日
本
語
の
世
界
を
他
な
ら
ぬ
日
本
語

の
論
理
で
ほ
ん
と
う
に
説
明
で
き
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
第
二
の
問
題
と
な
る
。
そ
の
説
明
が
い
か
な
る
意
味
で
対
象
性

の
実
質
を
伴
っ
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
感
覚
的
質
料
に
適
用

さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
超
越
論
的
演
繹
の
可
能
性
の
有
無
以
前

に
、
悟
性
の
論
理
は
た
ん
な
る
自
己
循
環
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
分

析
判
断
」
な
い
し
論
理
的
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
を
越
え
ら
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
払
拭
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

新
カ
ン
ト
派
末
期
の
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
フ
は
、
上
述
の
論
点
を

。

。

明
確
に
問
題
視
し
て
い
た

彼
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
二
七
）

カ
ン
ト
は
普
遍
者
の
法
則
と
特
殊
者
の
法
則
、
す
な
わ
ち
自
然
一
般

の
世
界
の
論
理
と
経
験
的
現
実
の
世
界
の
論
理
を
区
別
し
な
か
っ
た

し
、
そ
れ
ら
を
時
に
は
同
一
視
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
逆
に
こ
こ
に
は
、

両
者
の
区
別
と
総
合
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
提
示
さ

れ
て
い
る

「
可
能
的
経
験
一
般
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
制
約
は
同
時
に

。

経
験
の
対
象
の
可
能
の
制
約
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ア
プ
リ
オ
リ
な

綜
合
判
断
に
お
い
て
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
」
と
い
う
「
あ
ら
ゆ
る

綜
合
判
断
の
最
高
原
則
」
は

「
可
能
的
経
験
一
般
」
と
い
う
概
念

、

を
広
義
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
新
た
な
意
味
と
広

い
射
程
を
獲
得
す
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
と
、
経
験
の
対
象
と
、
そ

れ
ら
両
者
に
共
通
の
制
約
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が

「
同
時

、

に
」
と
い
う
言
葉
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
共
通
性
が

「
幸
運
な
偶
然
」
で
は
な
く
、
三
者
の
統
一
的
な
連
関
か
ら
必
然
性

を
も
っ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

（
二
八
）

え
そ
の
必
然
性
を
も
っ
た
原
理
は
た
ん
に
主
観
的
思
惟
に
お
け
る
悟

性
論
理
の
原
理
だ
け
で
す
む
も
の
で
は
な
く
、
超
主
観
的
な
対
象
的

思
惟
そ
の
も
の
で
も
あ
る

「
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
論
理
」
の
法
則
で

、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
超
越
論
哲
学
が
、
こ
の
原
理
を
経
験
的
明
証

性
に
と
ど
ま
り
が
ち
な
「
事
実
」
問
題
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
権

利
」
問
題
と
し
て
論
究
す
る
も
の
と
さ
れ
る
と
き
、
論
究
は
経
験
的

現
実
を
超
え
た
広
義
の
形
而
上
的
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
「
客
体
的
理
性
」

と
い
う
無
制
約
者
に
向
か
う

「
永
遠
の
課
題
」
と
な
る
。
こ
こ
で

、

求
め
ら
れ
て
い
る
の
が
広
義
の
ロ
ゴ
ス
と
い
う
意
味
で
の
「
概
念
の

体
系
」
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
の
形
而
上
学
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る

が
、
バ
ウ
フ
は
こ
の
形
而
上
学
を
カ
ン
ト
の
思
弁
的
理
性
批
判
の
直
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接
的
な
帰
結
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
な
見
方
は
す
で
に
『
認
識
の
対
象
』
の
初
期
の
版

に
お
い
て
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
リ
ッ
ケ

ル
ト
に
よ
れ
ば
、
認
識
論
的
主
観
性
は
自
己
意
識
に
お
い
て
生
じ
て

い
る
主
客
関
係
の
原
理
で
は
な
く
、
個
人
的
な
主
観
性
か
ら
独
立
し

た
「
意
識
一
般
」
で
あ
る
。
こ
の
意
識
一
般
は
超
越
的
実
在
で
も
内

（
二
九
）

的
存
在
で
も
な
く

超
個
人
的
で
純
粋
な
認
識
主
観
性
と
さ
れ
る

概

、

「

念
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
理
念
と
し
て
の
根
本
概
念
が
自
ら
展
開
す

（
三
〇
）

る
客
体
世
界
の
形
式
は
、
斉
一
的
で
法
則
論
的
な
自
然
一
般
の
概
念

に
よ
る
客
体
世
界
の
も
の
で
あ
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
い
て
成
立

す
る
自
然
科
学
的
な
客
体
世
界
の
認
識
形
式
と
内
容
上
同
質
的
に
見

え
て
い
る
と
し
て
も
、
原
理
的
に
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
リ
ッ

ケ
ル
ト
は
前
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
「
構
成
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
名
付

け
、
カ
ン
ト
の
自
然
の
根
本
概
念
と
見
な
し
て

「
カ
ン
ト
の
自
然

、

よ
り
も
狭
小
で
特
殊
な
自
然
科
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
包
摂
す
る
も

の
と
見
な
し
た
。
も
っ
と
も
、
認
識
論
が
認
識
の
対
象
と
し
て
の
超

（
三
一
）

越
的
実
在
に
関
わ
り
、
存
在
の
「
形
而
上
学
」
と
な
る
こ
と
を
否
定

す
る
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
、
意
識
一
般
を
あ
く
ま
で
構
成
的
「
形
式
」
と

見
な
し
つ
つ
、
判
断
に
お
け
る
「
是
認
」
な
い
し
「
肯
定
」
作
用
を

認
識
論
的
主
観
の
原
「
形
式
」
と
す
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
存
在

論
的
な
形
而
上
学
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
た
ん
な
る
形
式
論
理
の
適

用
で
も
な
い

「
超
越
論
的
認
識
論
」
の
場
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

、

の
で
あ
る
。
し
か
し
意
識
一
般
の
客
体
的
形
式
、
す
な
わ
ち
そ
の
概

念
の
綜
合
的
性
格
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
客
体
世
界
の
形
式
を
支
え

る
原
理
が
、
非
感
性
的
な
い
し
不
感
性
的
な
「
超
越
的

の

S
ollen

是
認
」
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
言
葉
の
上
で
「
形
而
上
学
」
を
忌
避

（
三
二
）

し
た
と
し
て
も
そ
の
内
実
は
認
識
論
的
な
形
而
上
学
の
主
張
に
他
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
純
粋
理
性
の
超
越
論
的
理
念
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
は
ず
の
客
体
世
界
は
、
そ
の
世
界
性
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で

可
能
的
経
験
の
論
理
と
一
致
で
き
た
場
合
に
は
現
実
性
を
も
っ
た
現

象
と
な
り
う
る
と
い
う
「
幸
運
な
偶
然
」
を
含
め
て
も
、
む
し
ろ
基

本
的
に
は
よ
り
広
義
の
形
而
上
的
世
界
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
時
は
じ
め
て
カ
ン
ト
哲
学
の

中
に
、
た
ん
な
る
仮
象
世
界
の
独
断
的
形
而
上
学
で
は
な
い
意
味
で

の
「
自
然
の
形
而
上
学
」
の
世
界
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ

れ
が
ま
た
「
道
徳
の
形
而
上
学
」
と
は
じ
め
て
同
列
の
位
置
を
占
め

う
る
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
見
る
と
き

「
悟
性
能
力

、
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に
よ
る
自
然
」
が
感
覚
的
質
料
に
制
限
さ
れ
た
可
能
的
経
験
世
界
の

、

「

」

こ
と
を
言
う
の
だ
と
し
て
も

そ
れ
は

自
然
の
形
而
上
学
（

）
ｘ

の
世
界
全
体
と
し
て
「
道
徳
の
形
而
上
学

」
の
世
界
と
対
を

（
ｚ
）

な
す
資
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
バ
ウ
フ
の
言
う
よ
う
に
「
幸
運

な
偶
然
」
に
よ
っ
て
「
自
然
の
形
而
上
学
」
と
一
致
し
た
、
自
然
の

合
法
則
的
な
一
部
分
で
あ
る
「
経
験
の
形
而
上
学
」
を
指
す
も
の
で

し
か
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
高
坂
の
「
経
験
の
形
而
上
学
」
と
「
形

而
上
学
の
形
而
上
学
」
の
区
分
も
、
再
度
考
え
て
み
れ
ば
、
一
段
階

レ
ベ
ル
を
上
げ
た
「
経
験
」
と
「
形
而
上
学
」
の
区
分
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
経
験
」
と
「
形
而
上
学

、
つ
ま
り
事

」

実
的
明
証
性
と
し
て
の
世
界
と
そ
れ
を
超
え
た
形
而
上
学
的
世
界
と

い
う
、
レ
ベ
ル
の
異
な
る
世
界
を
設
定
し
た
こ
と
で
あ
り

「
両
者

、

の
共
通
の
原
理
」
の
希
求
は
、
そ
れ
ら
に
お
な
じ
「
形
而
上
学
」
と

い
う
呼
称
を
与
え
た
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
よ
う
な
、
原
理
的
差

異
を
綜
合
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
に
逢
着
し
て
い
る
の
で
あ

る
。上

述
し
て
き
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
思
弁
的
認
識
に
お
け
る
「
形

而
上
学
」
は
、
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
は

解
決
の
つ
か
な
い
問
題
だ
っ
た
。
さ
り
と
て
客
体
世
界
の
成
立
仕
方

に
「
幸
運
な
偶
然
」
以
上
の
必
然
的
な
整
合
性
を
求
め
よ
う
と
す
る

と

「
認
識
の
形
而
上
学
」
の
原
理
的
領
域
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を
え

、
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
そ
う
し
た
問
題
の
所
在
と
方
向
性
の
み
が

示
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
、
た
と
え
ば
自
然
科
学

的
世
界
と
自
然
の
世
界
と
い
う
よ
う
な
、
差
異
は
あ
る
も
の
の
い
わ

ば
同
種
的
世
界
に
関
す
る
共
通
原
理
の
み
を
探
求
す
れ
ば
よ
い
の
か

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
自
身
に
お

い
て
も
、
何
度
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
形
而
上
的
世
界
と
し
て
の
客
体

世
界
の
種
類
は
一
つ
で
は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
「
自
然
の
形
而

」

「

」

、

上
学

と

道
徳
の
形
而
上
学

は
形
而
上
学
の
二
大
区
分
と
さ
れ

あ
る
い
は
ま
た
『
判
断
力
批
判
』
の
「
序
論
」
に
あ
る
著
名
な
区
分

の
よ
う
に
、
広
義
の
理
性
能
力
の
三
区
分
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
客
体

世
界
が
成
立
す
る
と
も
見
な
さ
れ
て
い
る
。
一
八
〇
四
年
知
識
学
の

フ
ィ
ヒ
テ
の
カ
ン
ト
理
解
に
お
い
て
、
先
の
根
本
的
変
容
ｘ
ｙ
ｚ
の

分
肢
構
造
は

ｘ
は
純
粋
理
性
批
判
に
お
け
る
絶
対
者
で
あ
る

感

、「

「

覚
的
経
験
」
す
な
わ
ち
感
性
界
、
ｚ
は
実
践
理
性
批
判
に
お
け
る
絶

対
者
で
あ
る
「
道
徳
的
世
界
」
す
な
わ
ち
叡
知
界
、
ｙ
は
判
断
力
批

判
に
お
け
る
絶
対
者
で
あ
る
「
両
者
の
共
通
の
探
求
不
可
能
な
根
」

で
あ
る

、
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
カ
ン
ト
自
身
が
、

」

（
三
三
）
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ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
諸
世
界
と
し
て
提
示
し

、「

」「

」

た

悟
性
能
力
に
よ
る
自
然

判
断
力
に
よ
る
芸
術

（

）

（

）

ｘ

ｙ

「
理
性
に
よ
る
自
由

」
の
三
区
分
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ

（
ｚ
）

ら
の
諸
客
体
世
界
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
本
原
理
の
純
粋
使
用
に
よ
っ

て
綜
合
的
に
自
ら
の
特
性
を
展
開
し
て
生
じ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る

と
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
ち
ょ
う
ど
始
源
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
て

進
化
発
展
し
て
き
た
複
数
の
平
行
世
界
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
論

理
性
の
よ
う
な
根
本
形
式
す
ら
異
な
っ
て
い
る
異
種
的
な
客
体
世
界

で
あ
る
こ
と
も
十
分
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
同
種
的
な
諸
原
理
の

統
一
の
み
で
問
題
が
片
付
く
と
い
う
楽
観
的
な
見
通
し
に
甘
ん
じ
て

い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
異
種
的
な
諸
世
界
の
原

理
の
複
合
的
な
統
一
こ
そ
が
、
考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

基
本
的
視
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
そ
う
し
た
複
合
的
な
統
一
に
は
、
た
と
え
複
合
的
で

あ
る
に
せ
よ
統
一
が
あ
る
以
上
、
統
一
的
形
式
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
先
に
述
べ
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
「
是
認
」

が
同
種
的
な
統
一
原
理
と
し
て
は
有
効
で
も
、
異
種
的
世
界
の
統
一

に
は
不
適
当
と
見
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
よ
り
適
合
的
な
共
通
の

原
理
形
式
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
た
い
て
い
の
場
合
、
よ
り
高
次

の
同
種
性
の
原
理
へ
の
希
求
と
な
る
。
た
と
え
ば
別
々
に
進
化
し
た

惑
星
の
よ
う
な
複
数
の
平
行
世
界
の
統
一
に
は
、
そ
れ
ら
が
宇
宙
の

生
成
進
化
と
い
う
お
な
じ
歴
史
的
枠
組
み
の
内
に
あ
っ
て
歴
史
的
に

生
成
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
最
終
的
な
「
同
種
的
」
な
原
理

と
も
な
る
だ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
ｘ
ｙ
ｚ
の
諸
世
界
の
関
係
も
、
ｙ

に
お
い
て
ｘ
と
ｚ
が
静
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
だ
け
で
は
済
ま
な

い
、
む
し
ろ
レ
ベ
ル
の
傾
斜
差
に
基
づ
く
動
的
な
発
展
契
機
を
つ
ね

に
含
む
生
起
的
な
統
一
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
特
殊

な
様
相
を
も
帯
び
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
西
田
幾
多
郎
は
『
自
覚
に

於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
結
語
に
あ
た
る
「
跋
」
で
、
認
識
論
的
な

「
自
覚
的
体
系
の
統
一
」
の
思
想
を
カ
ン
ト
哲
学
と
の
関
係
に
お
い

て
考
察
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は

「
或
一
つ
の
ア
プ

、

リ
オ
リ
」
か
ら
「
或
一
つ
の
客
観
界
を
構
成
す
る
統
一
作
用
」
に
は

種
々
の
立
場
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ

れ
わ
れ
に
は
「
種
々
の
世
界
」
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
即
ち
唯
一
の
世
界
で
は
な
く
し
て
唯
一
つ
の
世
界
と
云
ふ
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る

。
「
我
々
は
種
々
の
世
界
に
属
し
、
種
々
の
世
界

」

（
三
四
）

に
出
入
し
て
居
る

。
ち
な
み
に
西
田
は
、
カ
ン
ト
自
身
や
フ
ィ
ヒ

」

（
三
五
）

テ
の
理
解
と
は
異
な
り
、
そ
れ
ら
の
諸
世
界
の
根
源
的
な
統
一
原
理
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と
な
る
「
未
だ
何
等
の
立
場
と
い
ふ
如
き
も
の
を
取
ら
ざ
る
以
前
の

世
界
、
或
は
す
べ
て
の
立
場
と
い
ふ
如
き
も
の
を
除
去
し
た
世
界
、

即
ち
真
の
与
へ
ら
れ
た
る
直
接
経
験
の
世
界
」
を
、
カ
ン
ト
の
「
物

（
三
六
）

自
体
の
世
界
」
と
見
な
し

「
我
々
の
言
語
思
慮
を
超
越
し
た

「
絶

、

」

対
自
由
の
意
志
の
世
界
」
と
考
え
た
。
西
田
は
、
こ
の
絶
対
自
由
の

創
造
的
意
志
の
世
界
を
普
遍
的
主
体
と
し
、
主
体
の
自
由
な
自
己
限

定
に
よ
る
分
肢
構
造
の
力
動
的
な
自
己
構
成
す
な
わ
ち
「
一
般
者
の

自
覚
的
限
定
」
と
い
う
そ
の
否
定
的
統
一
の
結
果
と
し
て
、
種
々
の

対
象
界
が
創
造
さ
れ
て
く
る
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
絶
対
自

由
の
創
造
的
意
志
と
い
う
世
界
構
成
作
用
が
す
べ
て
の
世
界
の
同
種

的
原
理
と
し
て
機
能
し
て
い
る
一
方
で
、
後
期
西
田
の
歴
史
的
世
界

生
成
と
い
う
視
点
は
、
少
な
く
と
も
自
覚
論
で
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
同
様

に
未
だ
重
視
さ
れ
て
は
い
な
い
。

こ
の
西
田
の
解
釈
が

「
種
々
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

、

ま
に
性
質
や
レ
ベ
ル
の
異
な
る
諸
世
界
の
力
動
的
な
統
一
を
ど
こ
ま

で
可
能
に
す
る
の
か
、
諸
世
界
の
統
一
原
理
と
し
て
カ
ン
ト
自
身
が

示
し
た
判
断
力
の
論
理
や
西
田
の
創
造
的
意
志
の
作
用
は
、
そ
れ
ぞ

れ
い
か
な
る
原
理
能
力
に
基
づ
い
て
お
り
、
い
ず
れ
を
重
視
す
べ
き

な
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
ど
の
よ
う
な
解
決
を
見
い
だ
す
の
か
に

つ
い
て
は
、
序
説
で
あ
る
小
論
の
未
だ
扱
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
だ

が
少
な
く
と
も
、
上
述
の
よ
う
な
吟
味
を
経
る
こ
と
に
よ
ら
な
け
れ

ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
可
能
な
客
体
諸
世
界
と
そ
れ
ら
の
統
一
と
い
う
視

点
は
成
立
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
カ
ン
ト
自
身
の
解
説
を
鵜
呑
み

に
し
て

「
道
徳
の
形
而
上
学
」
と
「
成
立
し
得
な
い
独
断
的
な
自

、

然
の
形
而
上
学
」
を
並
立
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
「
叡
知
的
世
界
の

道
徳
の
形
而
上
学
」
と
「
部
分
的
な
感
性
的
世
界
の
経
験
の
形
而
上

学
」
を
単
純
に
並
立
さ
せ
た
り
す
る
見
方
は
、
内
容
的
に
ま
っ
た
く

釣
り
合
い
の
取
れ
な
い
奇
妙
な
対
概
念
に
よ
る
理
解
で
し
か
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
と
も
か
く
、
複
数
の
客
体
世
界
が
想
定

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
ら
の
諸
世
界
は
同
じ
レ
ベ
ル
で
並

列
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
と
も
考
え
ら
れ
得
る
こ

と
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
統
一
も
ま
た
、
両
者
と
同
じ
レ
ベ
ル
で

の
形
式
的
統
一
を
考
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
済
ま
な
い
の
で
あ
り
、

統
一
に
関
す
る
こ
う
し
た
方
法
論
的
な
問
題
が
再
度
想
定
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
而
上
的
原
理
に
基
づ
い
た
世
界
に
、
原

理
に
よ
る
世
界
構
成
可
能
性
お
よ
び
そ
の
世
界
の
記
述
な
い
し
表
象

可
能
性
を
め
ぐ
る
上
記
の
複
合
的
問
題
が
当
て
は
ま
る
こ
と
、
等
々

が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
再
度
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
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な
る
だ
ろ
う
。

、「

」

「

」

以
上
で
述
べ
て
き
た
問
題
は

超
越
論
的

と

形
而
上
学
的

と
い
う
二
つ
の
問
題
群
の
中
で
は
後
者
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
主
と
し
て
「
弁
証
論
」
に
お
け
る
純
粋
理

性
概
念
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
節
の
最
後
に
示
さ
れ
た

の
は
、
諸
客
体
世
界
を
構
成
す
る
理
性
の
綜
合
的
使
用
の
差
異
性
と

同
一
性
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
問
題
だ
っ
た
。
こ
の
点
を
カ
ン
ト

に
即
し
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
な
ら
、
可
能
的
経
験
世
界
を
構
成
す

る
唯
一
の
モ
デ
ル
と
し
て
彼
が
示
し
て
い
る

『
純
粋
理
性
批
判
』

、

の
「
分
析
論
」
に
お
け
る
狭
義
の
「
超
越
論
的
」
認
識
の
構
造
を
再

吟
味
す
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
次
節
で
は
こ
の

「
よ
り
狭
義
の
超

、

越
論
的
世
界
構
成
に
つ
い
て
の
再
吟
味
」
を
行
い
た
い
。

三

超
越
論
的
論
理
構
造
に
関
す
る
問
題
群

上
述
し
て
き
た
「
形
而
上
学
」
的
問
題
群
と
い
う
外
在
的
視
点
に

対
し
て
、
本
節
で
は
同
じ
問
題
を
、
超
越
論
的
認
識
構
造
の
内
在
的

視
点
か
ら
再
度
見
直
し
て
み
た
い
。
ア
プ
リ
オ
リ
な
悟
性
概
念
と
い

う
原
理
に
基
づ
い
て
、
論
理
的
か
つ
実
質
的
内
容
を
持
っ
た
可
能
的

経
験
一
般
の
世
界
を
構
成
さ
せ
る
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
認

識
論
、
す
な
わ
ち
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的
分
析
論
」
で

扱
わ
れ
る
狭
義
の
「
超
越
論
的
」
世
界
構
成
に
つ
い
て
、
と
り
え
あ

え
ず
問
題
群
と
し
て
共
通
了
解
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
対
象
世
界
を

構
成
す
る
思
弁
的
理
性
の
認
識
機
能
お
よ
び
認
識
構
造
と
、
そ
れ
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
可
能
的
経
験
一
般
の
世
界
の
性
質
の
二
点
に
関

わ
る
部
分
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
う
ち
対
象
世
界
を
構
成
す
る
理
性

の
認
識
構
造
な
い
し
認
識
機
能
に
つ
い
て
は
、
判
断
の
論
理
的
構
造

と
し
て
の
主

・
客

綜
合
、
お
よ
び
形

（
主
体
・
主
観

（
客
体
・
対
象
）

）

式
・
質
料
綜
合
と
い
う
二
種
類
の
再
綜
合
構
造
が
あ
る
こ
と
も
、
も

は
や
言
う
を
待
た
な
い
論
点
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
十
年
間
の
沈
黙

の
後
に
書
か
れ
た
『
純
粋
理
性
批
判
第
一
版

、
後
の
ガ
ル

（
Ａ
版
）
』

ヴ
ェ
・
フ
ェ
ー
ダ
ー
論
評
の
よ
う
な
無
理
解
に
対
し
て
、
第
一
版
直

後
に
書
か
れ
始
め
た
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ

、
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
に

』

『

』

、

は
企
図
さ
れ
て
い
た

純
粋
理
性
批
判
第
二
版

の
各
版
で

（

）

Ｂ
版

分
析
論
の
記
述
仕
方
が
異
な
っ
て
い
る
の
も
ま
た
周
知
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
同
一
性
を
主
張
す
る
カ
ン
ト
自
身
の
見
解
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
新
カ
ン
ト
派
な
ど
が
カ
ン
ト
の
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テ
キ
ス
ト
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
争
っ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
「
形
而
上
学
」
的
性
格
と
認
識
批
判
の
「
超
越
論
的
」
性
格
と
の

間
で
の
選
択
に
よ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
超
越
論
的
演
繹
と
い
う
狭

（
三
七
）

義
の
「
超
越
論
的
」
認
識
を
め
ぐ
る
Ａ
・
Ｂ
版
の
相
違
の
よ
う
な
、

論
理
構
造
と
機
能
に
絡
め
て
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
た
し
か
に
各
版

の
差
異
は
、
悟
性
に
お
け
る
派
生
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
問
題
、
感
性
と

悟
性
と
の
間
の
連
結
と
し
て
の
構
想
力
な
い
し
図
式
の
問
題
、
直
観

に
お
け
る
規
定
性
と
し
て
の
直
観
形
式
と
感
覚
的
質
料
の
問
題
な

、

。

ど

超
越
論
的
原
理
の
細
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る

こ
れ
ら
の
点
に
実
質
的
差
異
を
認
め
る
な
ら
ば
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜

合
の
構
造
や
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
世
界
の
性
質
も
、
当
然
な
が

ら
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

と
は
い
え
そ
う
し
た
規
定
は
、
周
知
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
思
弁

的
認
識
に
関
す
る
共
通
了
解
に
お
い
て
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
悟
性
形

式
が
直
観
の
質
料
的
多
様
を
限
定
す
る
と
い
う
形
で
経
験
的
認
識
を

構
成
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
悟
性
と
感
性
を
形
式
と
質
料
と
い
う
分

肢
に
そ
れ
ぞ
れ
充
当
さ
せ
て
、
主
客
綜
合
と
形
式
質
料
綜
合
と
を
組

み
合
わ
せ
る
基
本
図
式
に
お
お
む
ね
収
斂
し
、
か
つ
カ
ン
ト
が
そ
の

唯
一
の
図
式
の
み
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
点
で
は
大
き
く

は
変
わ
ら
な
い
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
論
で
は
む
し
ろ
前

節
ま
で
の
観
点
を
引
き
継
い
で
、
そ
の
同
じ
カ
ン
ト
が
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
狭
義
の
「
超
越
論
的
」
認
識
を
問
題
と

す
る
際
に
も
よ
り
注
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
論

点
を
扱
い
た
い

「
形
而
上
学
は
、
い
つ
も
経
験
に
適
用
さ
れ
る
自

。

然
概
念
を
探
求
す
る
部
分
以
外
に
、
い
っ
さ
い
の
可
能
的
経
験
か
ら

P
rol.

§

は
与
え
ら
れ
な
い
純
粋
理
性
概
念
を
論
究
す
る
部
分
を
含
む
（

「
形
而
上
学
は
現
実
に

存
在
し
て
い
る
の

40

）
」
、

（
か
つ
必
然
的
に
）

で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
と
い
う
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
限
り
理
性
は

安
心
に
は
至
ら
な
い
。
純
粋
悟
性
の
経
験
的
使
用
は
、
理
性
の
本
来

の
あ
り
方
の
す
べ
て
で
は
な
い

」
純
粋
悟
性
概
念
の
内
在

（ibid.

）
。

的
使
用
と
純
粋
理
性
概
念
の
超
越
的
使
用
は
同
一
種
類
の
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
り

「
批
判
に
お
い
て
つ
ね
に
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な

、

ら
な
い
の
は
、
悟
性
認
識
と
理
性
認
識
と
い
う
異
な
る
認
識
仕
方
の

厳
密
な
区
別
と
、
両
者
に
共
通
の
源
泉
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
に
関

」

。

わ
る
諸
概
念
を
導
出
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る

（

）

P
rol.

§
43

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
悟
性
認
識
と
同
一
種
類
の
も
の
で
な
い
は
ず
の

理
性
認
識
が
、
悟
性
認
識
と
何
ら
か
の
共
通
な
源
泉
に
よ

（
純
粋
）

る
認
識
仕
方
を
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
前
節
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で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
に
、
悟
性
認
識
に
お
け
る
判
断
機
能
と
直
観

的
質
料
に
相
当
す
る
よ
う
な
世
界
構
成
機
能
を
、
可
能
的
経
験
と
い

う
検
証
基
準
を
も
た
な
い
理
性
認
識
と
そ
の
認
識
対
象
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
ど
う
や
っ
て
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

、

、

、

カ
ン
ト
は

す
で
に
示
し
た
よ
う
に

狭
義
の
理
性
認
識
を
定
言
的

仮
言
的
、
選
言
的
な
推
論
機
能
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
そ
の
認
識
機

能
が
扱
う
認
識
対
象
は
悟
性
の
諸
判
断
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
理
性

は
い
わ
ば
諸
判
断
を
統
一
的
に
判
断
す
る
機
能
と
見
な
さ
れ
て
い
る

わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
理
念
の
起
源
を
理
性
推
論
の
三
種
類
の
論

理
的
機
能
に
依
拠
さ
せ
た
こ
と
は
、
特
殊
な
生
得
的
理
念
の
性
質
を

認
め
な
い
限
り
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る

、
と
い
う
の

（ibid.
）

が
カ
ン
ト
の
主
張
で
あ
る

「
こ
の
理
性
作
用
は
、
形
式
的
に
は
理

。

性
推
論
の
論
理
的
側
面
を
な
す
の
み
で
あ
る
と
と
も
に
、
悟
性
判
断

の
ア
プ
リ
オ
リ
な
規
定
根
拠
を
指
示
し
よ
う
と
す
る
と
、
純
粋
理
性

の
超
越
論
的
概
念
を
生
じ
さ
せ
る

」
悟
性
概
念
の
投
げ
入

（ibid.

）
。

れ
説
の
場
合
と
同
様
に
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
問
題
が
こ
こ
に
露
呈
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
西
田
の
言
う
「
我
々
の
言
語
思
慮
を

超
越
し
た
」
理
性
の
認
識
仕
方
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
一
方
で
は
生
得

的
な
特
性
を
も
た
な
い
こ
と
、
他
方
で
は
そ
の
認
識
仕
方
が
悟
性
の

論
理
と
よ
く
一
致
し
う
る
こ
と
を
、
バ
ウ
フ
の
「
幸
運
な
偶
然
」
以

上
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
必
然
性
を
も
っ
て
カ
ン
ト
自
身
が
語
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
示
さ
れ
た
よ
う

な
悟
性
認
識
と
理
性
認
識
の
レ
ベ
ル
の
差
異
や
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
可

能
性
は
、
こ
こ
で
は
せ
い
ぜ
い
直
接
推
論
と
間
接
推
論
、
単
独
命
題

と
連
鎖
的
推
論
と
の
差
異
へ
と
還
元
さ
れ
、
論
理
的
必
然
性
と
し
て

の
両
者
の
同
一
性
が
よ
ほ
ど
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
理
性
認
識
は
間
接
的
推
論
と
い
う
認
識
機
能
で
語
り
尽
く
さ

れ
る
も
の
な
の
か
、
悟
性
と
理
性
の
共
通
の
根
源
で
あ
る
原
理
は
、

本
来
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
肝
心
な
論
点
は

す
り
抜
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
経
験
世
界
を
構

成
す
る
悟
性
と
類
似
し
た
論
理
的
必
然
性
に
よ
っ
て
理
性
推
論
の
是

非
も
判
定
さ
れ
る
と
い
う
結
果
が
妥
当
な
も
の
と
言
え
る
の
か
、
と

い
う
今
一
つ
の
問
い
も
放
置
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
こ
の
論
理
的
必

然
性
の
先
置
の
影
響
は
、
純
粋
悟
性
概
念
の
命
題
論
理
性
、
理
性
概

念
の
同
様
な
論
理
性
、
さ
ら
に
は
両
認
識
仕
方
の
一
致
の
論
理
性
の

権
利
保
障
問
題
に
ま
で
及
ば
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
論
理
の
多
元

性
や
諸
客
体
世
界
の
質
的
差
異
に
言
及
し
な
い
こ
う
し
た
見
方
が
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
生
み
出
し
か
ね
な
い
の
は
、
諸
客
体
世
界
が
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共
通
の
根
源
の
も
と
で
は
同
一
の
論
理
性
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
独

断
的
に
前
提
し
て
し
ま
う
、
論
理
主
義
的
世
界
観
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
悟
性
認
識
の
仕
方
、
理
性
認
識
の
仕
方
、
両
者
の
統
一
原
理
の

作
用
仕
方
の
す
べ
て
が
同
一
の
論
理
的
必
然
性
に
収
斂
さ
れ
る
。
カ

ン
ト
も
た
と
え
ば
実
践
理
性
の
根
本
規
定
を
「
あ
た
か
も
自
然
法
則

の
よ
う
な
合
法
則
性

」
と
し
て
論
じ

『
判
断
力

批
判
』

（IV
424

）

、

の
冒
頭
で
は
美
感
を
論
ず
る
の
に
も
「
悟
性
の
論
理
的
機
能
を
手
引

き
と
す
る

「
構
想
力
は
お
そ
ら
く
悟
性
と
結
合
し
て
い
る
」
と
述

」
、

べ
る

。
思
弁
的
理
性
の
み
な
ら
ず
知
情
意
の
い
ず
れ
の
能

（V
203

）

力
を
も
論
理
的
な
判
断
規
則
を
手
引
き
と
し
て
考
え
る
の
が
、
カ
ン

ト
の
常
套
手
段
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
こ
う
し
た
収
斂
の
可
能

性
の
根
拠
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
記
述
す
る
仕
方
で
あ
る
判
断
、
言

語
、
論
理
な
ど
の
「
我
々
の
言
語
思
慮
」
の
不
可
避
性
に
基
づ
く
と

、

、

同
時
に

そ
の
記
述
仕
方
が
原
理
的
認
識
仕
方
と
一
致
す
る
根
拠
を

原
理
の
論
理
性
の
不
可
知
的
な
根
源
的
獲
得
に
求
め
る
こ
と
と
な

る
。
そ
し
て
結
局
は
、
世
界
の
内
容
で
は
な
く
記
述
の
論
理
を
優
先

し
た
記
述
的
形
而
上
学
の
構
成
、
な
い
し
よ
り
一
般
に
は
記
述
的
な

論
理
的
世
界
観
の
措
定
に
至
る
こ
と
が
多
い
。

だ
が
少
な
く
と
も

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
分
析
論
に
お
け
る
周

、

到
な
理
論
的
配
慮
な
ど
を
思
う
時
、
こ
う
し
た
独
断
的
論
理
主
義
へ

の
起
爆
的
な
疑
念
と
な
り
か
ね
な
い
問
題
を
、
カ
ン
ト
が
無
自
覚
に

放
置
し
て
い
た
の
だ
と
は
お
よ
そ
考
え
に
く
い
。
論
証
ま
で
に
は
至

ら
な
い
が
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
は
以
下
の
よ
う
に
見
な
し
て
い
た
と
考

え
る
方
が
ま
だ
し
も
納
得
が
い
く
。
す
な
わ
ち
経
験
の
事
実
的
明
証

性
か
ら
出
発
し
、
直
観
の
な
い
概
念
は
空
虚
で
あ
る
と
見
な
す
カ
ン

ト
自
身
の
基
本
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
仮
象
世
界
の
原
理
で
し
か
な

い
限
り
で
の
純
粋
理
性
概
念
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る

に
せ
よ
も
ち
ろ
ん
空
虚
な
概
念
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の

論
理
的
必
然
性
が
本
来
的
に
ど
う
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
認
識
仕
方
や

認
識
対
象
た
る
客
体
世
界
の
内
容
の
是
非
を
そ
の
本
来
的
仕
方
に
沿

っ
て
正
当
に
判
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
の

戦
略
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
理
性
認
識
の
仮
象
性
に
一
貫
性
を
も

た
せ
る
た
め
に
、
可
能
的
経
験
を
超
え
た
理
性
的
推
論
の
空
虚
さ
、

無
内
容
性
の
側
の
み
を
も
っ
ぱ
ら
主
張
す
れ
ば
よ
い
。
理
性
に
お
け

る
根
源
的
論
理
性
の
有
無
や
そ
の
性
質
に
ま
で
踏
み
込
む
必
要
は
な

く
、
も
ち
ろ
ん
理
性
認
識
を
悟
性
と
は
異
な
る
特
殊
に
構
成
的
な
論

理
機
能
と
し
て
根
拠
づ
け
る
必
要
も
可
能
性
も
な
い
。
ア
ン
チ
ノ
ミ

ー
論
の
定
立
と
反
定
立
に
示
さ
れ
る
、
非
実
質
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
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是
非
の
決
着
の
つ
け
よ
う
も
な
い
多
数
の
論
証
は
、
そ
の
典
型
的
な

例
な
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
カ
ン
ト
の
お
そ
ら
く
は

（
三
八
）

半
ば
自
覚
的
な
方
法
に
つ
い
て
、
小
論
は
そ
の
批
判
主
義
的
な
意
義

を
無
碍
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
仮
に
そ
う

だ
と
し
て
も
、
先
に
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う

に
、
純
粋
悟
性
概
念
の
内
在
的
使
用
と
純
粋
理
性
概
念
の
超
越
的
使

用
は
当
面
同
一
種
類
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り

「
批
判
に
お
い

、

て
つ
ね
に
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は

「
悟
性
認
識
と
理

、

性
認
識
と
い
う
異
な
る
認
識
仕
方
の
厳
密
な
区
別
と
、
両
者
に
共
通

の
源
泉
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
に
関
わ
る
諸
概
念
を
導
出
で
き
る
か

、
と
い
う
問
い
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
肝
心
の
問
題
に

（P
rol.

§
43

）
」

は
ま
だ
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
カ
ン
ト

の
こ
の
問
題
意
識
は
、
先
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
暫
定
的
な
洞
察
」
と
同

様
に
、
ど
こ
か
ら
そ
の
洞
察
の
権
利
を
得
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
認
識
に
主

体
と
客
体
、
形
式
と
質
料
と
い
う
基
本
的
分
肢
を
立
て
つ
つ
、
そ
れ

を
悟
性
と
感
性
の
機
能
に
基
づ
い
て
一
元
化
し
て
い
る
と
い
う
、
分

肢
構
造
そ
の
も
の
の
固
定
化
に
つ
い
て
再
吟
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

小
論
の
は
じ
め
に
示
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
Ｓ
‐
Ｄ
分
肢
、
す
な
わ
ち
認

識
論
的
分
肢
構
造
は
、
す
で
に
理
性
の
純
粋
使
用
の
立
場
す
な
わ
ち

根
本
概
念
の
立
場
に
立
っ
て
種
々
の
客
体
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
も

の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ィ
ヒ
テ
が
「
Ａ
は
絶
対
的
に
Ｓ
と
Ｄ
に
分

肢
し
、
同
時
に
ｘ
ｙ
ｚ
に
分
肢
す
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
一
挙
に
生

じ
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
は
他
方
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
。
一
方
へ

の
分
肢
に
応
じ
て
他
方
へ
の
分
肢
が
生
じ
る

」
と
言
う
と
き
、
こ

。

（
三
九
）

の
分
肢
構
造
は
絶
対
的
概
念
の
根
本
性
質
で
あ
り
、
た
ん
な
る
経
験

の
可
能
の
原
理
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
分
肢
と
統
一
の
論
理
は
い
わ

ば
純
粋
理
性
概
念
の
論
理
で
あ
っ
て
、
悟
性
や
感
性
の
論
理
で
あ
る

か
ど
う
か
は
二
義
的
な
も
の
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
存
在
Ｓ
と

思
惟
Ｄ
と
い
う
分
肢
構
造
は
、
個
別
的
な
諸
客
体
世
界
の
分
肢
を
生

起
さ
せ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
と
し
て
普
遍
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
世
界
の
事
実
を
内
容
的
に
個
々
に
束
縛
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
分
析
論
」
に
お
い
て

は
、
認
識
の
超
越
論
的
機
能
と
認
識
能
力
の
論
理
構
造
と
の
一
元
的

な
結
び
つ
き
は
必
然
性
を
も
つ
の
か
と
い
う
問
い
が
、
悟
性
概
念
の

主
観
的
演
繹
の
可
能
性
お
よ
び
、
客
観
的
演
繹
の
権
能
へ
の
問
い
へ

と
至
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
「
分
析
論
」
は
、
あ
く
ま
で
可
能
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的
経
験
一
般
と
い
う
限
定
さ
れ
た
客
体
世
界
の
み
に
事
実
的
明
証
性

を
付
与
し
て
、
そ
の
明
証
性
の
内
部
か
ら
の
視
点
に
と
ど
ま
ろ
う
と

す
る
。
し
か
し
感
覚
論
的
な
質
料
に
依
拠
す
る
経
験
世
界
の
事
実
的

明
証
性
の
み
に
立
て
ば
、
そ
の
レ
ベ
ル
で
の
、
た
と
え
ば
知
覚
的
内

容
を
初
め
か
ら
含
ん
だ
世
界
の
明
証
性
が
出
発
点
で
あ
り
、
そ
う
し

た
内
容
を
捨
象
し
た
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
分
肢
構
造
」
が
い
か
な
る
も

の
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
仮
に
そ
れ
を
仮
設
す
る
こ
と
は
で

き
て
も
、
そ
の
実
在
性
を
ど
の
世
界
に
あ
て
は
め
て
よ
い
か
は
わ
か

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
調
停
す
る
は
ず
な
の
が
、
可
能
的
経
験
一
般

と
い
う
意
味
論
的
、
論
理
構
造
的
世
界
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
立
て
、
そ

の
一
般
概
念
の
論
理
的
世
界
に
の
み
「
知
覚
」
概
念
も
「
理
念
」
概

念
も
使
用
を
制
限
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
方
法
だ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら

に
は
、
論
理
性
そ
の
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
適
応
可
能
で
遊
動

的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
感
性
的
直
観
の
多
様
と
い
う
質
料
が

固
有
の
時
空
的
制
約
と
い
う
実
在
性
に
関
す
る
碇
と
な
っ
て
降
ろ
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
論
理
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
超

越
論
論
理
は
仮
象
世
界
へ
遊
動
し
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
現
象

世
界
へ
繋
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の

時
空
的
制
約
も
ま
た
広
義
の
規
則
的
な
理
性
能
力
の
一
部
分
で
あ
る

こ
と
を
思
え
ば
、
そ
こ
で
は
、
悟
性
概
念
の
使
用
が
直
観
の
多
様
に

制
限
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
直
観
の
多
様
も
規
則
的
概
念
の
下
で

の
成
立
に
制
限
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
緒
論
冒
頭
で

「
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
」

、

の
可
能
へ
の
問
い
は
た
だ
ち
に
論
理
的
な
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
判
断
」

の
可
能
へ
の
問
い
に
変
換
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

、
さ

（B
10

）

ら
に
そ
れ
は
質
料
を
規
定
で
き
る
限
り
に
お
け
る
判
断
形
式
の
一
般

性
へ
と
変
換
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る

と
き
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
論
理
主
義
が
意
図
的
か
つ
限
定
的
な
か

た
ち
で
初
め
か
ら
導
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
悟
性
と
感
性

と
い
う
能
力
の
相
互
限
定
の
範
囲
も
定
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
こ
の
普
遍
的
な
分
肢
構
造
を
、
可
能
的
経
験

一
般
と
い
う
客
体
世
界
を
構
成
す
る
た
め
に
論
理
的
に
記
述
可
能
で

あ
る
、
と
い
う
特
殊
レ
ベ
ル
で
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
と
し
て
、
悟

性
と
感
性
と
い
う
た
だ
一
組
の
分
肢
に
固
定
し
た
の
だ
と
も
言
え

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
う
し
た
分
肢
構
造
に
基
づ
い

て
語
ら
れ
る
世
界
し
か
客
体
化
で
き
な
い
と
い
う
制
限
が
生
じ
る
の

で
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
い
か
な
る
客
体
世
界
も
悟
性
の
論
理
的
合



27 ／形而上学的認識と超越論的認識

法
則
性
と
い
う
点
で
同
じ
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
極
論
す
れ

ば
、
す
べ
て
の
客
体
世
界
は
肯
定
的
に
せ
よ
否
定
的
に
せ
よ
、
同
じ

論
理
に
よ
る
同
質
的
な
世
界
と
し
て
し
か
立
ち
現
れ
る
こ
と
が
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
よ
う
に
ｘ
ｙ
ｚ
の
諸
世
界
を
根
源
的

分
裂
と
し
て
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
点
で
前
節
に
述

べ
た
「
実
験
的
方
法

「
投
げ
入
れ
説
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
い
わ
ば

」
、

特
殊
な
変
換
方
式
は
、
た
ん
に
理
性
認
識
と
悟
性
認
識
の
乖
離
の
み

で
な
く
、
悟
性
認
識
と
そ
の
客
体
世
界
と
の
循
環
論
証
性
に
も
問
題

を
残
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
今

「
悟
性
」
と
「
感
性
」
に
よ
る
そ
の
特
殊
な
変
換
方

、

式
へ
の
評
価
を
い
っ
た
ん
中
止
し
て
、
本
来
の
認
識
構
造
の
吟
味
に

戻
れ
ば
、
そ
こ
に
必
要
な
の
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
言
う
よ
う
に
、
主
観

的
な
い
し
主
体
的
機
能
と
し
て
の
「
認
識
」
な
い
し
「
認
識
仕
方
、

認
識
作
用
」
と
、
そ
れ
が
向
か
う
な
い
し
は
作
り
出
す
と
こ
ろ
の
客

体
的
な
「
認
識
の
対
象
」
と
い
う
原
初
的
で
二
元
的
な
分
肢
構
造
だ

け
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
分
肢
構
造
の
一
元
的
な
固
定
化
に
対
し
て
、

リ
ッ
ケ
ル
ト
は
「
認
識
の
対
象
」
に
お
い
て
今
一
度
認
識
論
の
原
点

に
立
ち
戻
り
、
認
識
の
三
層
構
造
論
に
基
づ
い
た
超
越
論
哲
学
の
基

本
的
な
定
義
を
行
お
う
と
し
た
。
前
節
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
リ
ッ

ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
真
の
超
越
論
的
主
観
性
は
特
殊
化
さ
れ
た
分
肢
構

造
に
お
け
る
個
別
的
主
観
性
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
主
客
と
い
う

分
肢
構
造
一
般
の
主
観
的
原
理
の
性
格
、
す
な
わ
ち
個
人
的
意
識
を

超
え
た
意
識
一
般
と
い
う
も
っ
と
も
一
般
的
な
「
概
念
」
だ
っ
た
わ

け
だ
が
、
そ
の
下
に
お
い
て
は
、
主
客
分
肢
構
造
を
も
つ
相
互
的
原

理
と
し
て
、
精
神
物
理
的
認
識
、
心
理
的
認
識
、
そ
し
て
超
越
論
的

認
識
の
よ
う
な
複
数
の
分
肢
形
態
が
区
分
さ
れ
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に

（
四
〇
）

一
元
化
さ
れ
な
い
複
数
の
分
肢
構
造
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
リ
ッ
ケ
ル
ト
や
、
お
な
じ
く
主
客
の
分
肢
構
造
に
そ
う
し
た
分

肢
の
文
脈
依
存
性
に
よ
る
複
数
の
相
互
関
係
性
を
認
め
る
ジ
ェ
イ

ム
ズ
な
ど
の
見
解
に
基
づ
い
て
、
前
節
に
述
べ
た
西
田
の
「
種
々
の

（
四
一
）」

、

「

」

。

世
界

は

カ
ン
ト
に
倣
い
つ
つ
複
数
の

客
観
界

を
想
定
し
た

そ
の
根
底
に
は
、
も
ち
ろ
ん
主
観
に
よ
っ
て
対
象
が
認
識
さ
れ
る
こ

と
で
世
界
が
成
立
す
る
と
い
う

「
自
覚
」
の
時
期
に
お
け
る
西
田

、

の
認
識
論
的
世
界
観
が
あ
る
。
し
か
し
西
田
は
認
識
主
観
と
認
識
対

象
を
、
カ
ン
ト
の
理
性
に
お
け
る
変
更
不
可
能
な
悟
性
作
用
と
直
観

的
質
料
と
い
う
地
平
に
固
定
化
し
て
い
な
い

「
主
観
と
は
一
つ
の

。

世
界
の
構
成
作
用
の
中
心
と
い
ふ
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
客
観
界
と

は
之
に
依
っ
て
構
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
厳
密
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に
云
へ
ば
、
主
観
と
客
観
と
は
一
つ
の
実
在
の
両
極
と
も
い
ふ
べ
き

も
の
で
あ
っ
て
、
相
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

」
こ
こ

。

（
四
二
）

で
は
主
観
と
客
観
の
絶
対
的
位
置
は
実
在
的
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
相
互
関
係
に
お
い
て
定
ま
っ
て
く
る
も
の
と
さ
れ

る
。
現
象
に
関
わ
る
可
能
的
経
験
一
般
の
世
界
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ

て
唯
一
の
保
証
可
能
な
現
存
で
あ
っ
た
が
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
「
内
在

的
客
観

、
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
無
数
の
小
さ
な
絶
対
者

、
ま
た
こ

」

」

（
四
三
）

（
四
四
）

こ
で
の
西
田
の
「
一
つ
の
実
在
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
意
識

（
四
五
）

一
般

「
巨
大
な
広
が
り
を
も
っ
た
一
つ
の

「
真
実
在
で
あ

」
、

」
、

あ
れ

」

「

」

、

る
一
般
者

の
作
用
な
い
し
文
脈
な
い
し

自
覚
的
限
定

と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
分
肢
構
造
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
無
数
の
世
界
の

一
つ
で
し
か
な
い
の
だ
っ
た
。

（
四
六
）

後
期
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
の
形
而
上
学
で
は
、
こ
う
し
た
複
数
の

分
肢
構
造
が
統
一
化
さ
れ
る
可
能
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
も

っ
と
も
紛
糾
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
近
い
歴
史
的
客
観
主
義
を
取
る
バ

ウ
フ
に
よ
れ
ば
、
経
験
と
経
験
の
対
象
と
の
連
関
は
カ
ン
ト
の
よ
う

に
悟
性
論
理
が
一
方
的
に
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
式

と
質
料
の
相
互
連
関
に
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
歴
史
的
に
発
展
的
な

連
関
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
論
理
は
弁
証
法
的
論
理

と
な
り
、
両
者
の
共
通
の
根
源
で
あ
る
「
客
観
的
理
性
」
は
弁
証
法

的
ロ
ゴ
ス
と
な
る
。
こ
う
し
た
言
明
は

「
弁
証
法
の
運
動
が
事
態

、

か
ら
の
概
念
の
分
離
を
止
揚
す
る
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
移
行
を

（
四
七
）

示
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
理

主
義
が
カ
ン
ト
に
基
づ
い

（
ロ
ゴ
ス
）

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

。
西
田
と
同
様
に
自
己
意
識

（
カ
ン
ト
論
）

論
か
ら
場
所
論
へ
と
向
か
う
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
『
認
識
の
対
象
』
の

各
版
が
示
す
歴
史
的
変
転
も
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
お
り
、
後
期
リ
ッ

ケ
ル
ト
の
「
他
立
の
論
理
」
は
弁
証
法
の
別
解
で
あ
る
と
す
る
高

坂
も
同
様
の
方
向
で
あ
る
。
弁
証
法
的
ロ
ゴ
ス
を
歴
史
的
な
場
所
と

（
四
八
）

見
な
し
、
現
象
性
を
超
え
た
何
ら
か
の
実
在
性
格
を
付
与
す
る
方
向

に
向
か
う
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
ジ
ー
ク
フ
リ
ー

『

』

、

ト
・
マ
ル
ッ
ク
は

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
派
の
認
識
主
観
論

に
お
い
て

前
期
リ
ッ
ケ
ル
ト
等
と
同
様
の
立
場
か
ら
、
超
越
論
的
主
観
性
は
あ

く
ま
で
そ
の
対
象
を
超
越
的
実
在
と
し
て
客
体
化
し
て
は
な
ら
な
い

と
論
じ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
親
近
的
と
な
っ
た
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
派
の
主

。

「

」

観
論
を
批
判
し
た

エ
ミ
ー
ル
・
ラ
ス
ク
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
の

是
認

（
四
九
）

と
し
て
の
主
観
性
論
か
ら
出
発
し
た
が
、
主
客
関
係
と
い
う
認
識
の

分
肢
構
造
を
段
階
的
な
形
相
質
料
関
係
と
見
な
し

最
終
的
に
は

妥

、

「

当
」
と
い
う
特
殊
な
超
越
的
真
理
性
の
先
行
を
認
め
て
い
る
。

（
五
〇
）
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本
節
の
論
題
は
、
カ
ン
ト
の
悟
性
認
識
と
し
て
の
Ｓ
‐
Ｄ
分
肢
構

造
と
そ
の
統
一
仕
方
が
、
理
性
認
識
一
般
の
構
造
に
対
し
て
共
通
点

、

。

な
い
し
優
位
性
を
も
つ
こ
と
を
示
し
う
る
か

と
い
う
こ
と
だ
っ
た

そ
れ
は
、
悟
性
‐
感
性
に
一
元
化
さ
れ
た
分
肢
構
造
と
超
越
論
的
自

我
に
よ
る
そ
の
統
一
と
い
う
認
識
構
造
が
、
意
志
に
お
い
て
世
界
を

成
立
さ
せ
て
い
る
は
ず
の
理
性
、
美
感
や
合
目
的
性
に
お
い
て
世
界

を
あ
た
か
も
成
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
理
性
、
あ
る
い
は

カ
ン
ト
自
身
は
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、
知
覚
の
有
無
で
は
な
く
む

し
ろ
意
味
の
有
無
や
変
転
を
世
界
性
の
規
準
と
見
な
し
生
き
る
糧
と

し
て
い
る
よ
う
な
理
性
、
そ
う
し
た
理
性
の
つ
く
る
客
体
世
界
と
の

親
和
性
や
共
通
点
を
ど
こ
に
見
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
な
Ｓ
‐
Ｄ
の
遊
動
的
な
い
し
発
展
的
相
互
関
係
と
そ

の
統
一
に
関
す
る
諸
理
論
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
、
感
性
的
質
料
の

み
を
質
料
的
な
原
質
と
し
て
認
め
、
内
在
的
実
在
の
場
を
超
越
論
的

「
自
我
」
の
統
一
に
よ
る
内
在
の
み
に
認
め
て
い
る
カ
ン
ト
の
思
弁

的
理
性
認
識
は
、
た
し
か
に
ひ
と
つ
の
特
徴
的
な
性
格
を
も
っ
て
い

。

、

、

る
と
言
え
る
だ
ろ
う

通
常
で
あ
れ
ば

一
定
範
囲
の
客
体
世
界
を

限
定
的
で
は
あ
る
が
厳
密
な
確
実
性
を
も
っ
て
帰
納
的
に
基
礎
付
け

よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
が
所
属
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

客
体
世
界
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
諸
構
造
に
お
い
て
同
一
性
を
保

持
す
る
根
本
的
な
あ
り
方
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
、
統
一
原
理
側
か

、

、

ら
の
世
界
生
成
を
見
よ
う
と
す
る
演
繹
的

生
起
的
な
見
方
な
の
か

と
い
う
二
者
択
一
と
な
る
場
面
で
、
カ
ン
ト
は
客
観
的
で
厳
密
な
基

礎
付
け
と
統
一
原
理
側
か
ら
の
主
観
的
な
演
繹
的
構
成
を
合
一
し
、

同
時
に
満
た
す
よ
う
な
理
論
作
り
を
求
め
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
後
継

者
た
ち
の
よ
う
に
、
悟
性
‐
感
性
と
い
う
分
肢
構
造
は
多
く
の
分
肢

構
造
の
一
つ
で
あ
り
、
発
展
段
階
の
一
部
分
で
あ
る
、
と
見
な
す
の

。

、

は
い
と
も
た
や
す
い

し
か
し
カ
ン
ト
の
試
み
を
好
意
的
に
見
れ
ば

ラ
ス
ク
の
よ
う
に
形
式
‐
質
料
の
分
肢
構
造
が
段
階
的
に
階
層
を
な

し
、
前
段
の
質
料
が
後
段
の
形
式
と
な
る
と
い
う
見
方
や
、
リ
ッ
ケ

（
五
一
）

ル
ト
の
よ
う
に
純
粋
な
超
越
論
的
主
観
性
に
は
実
在
的
対
象
が
な
く

せ
い
ぜ
い
否
定
的
に
し
か
語
り
え
な
い
、
と
い
う
見
方
は
、
い
ず
れ

（
五
二
）

も
認
識
の
対
象
の
実
在
性
を
主
観
的
形
式
側
に
解
消
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
、
客
体
世
界
の
構
成
に
至
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
他
方

で
バ
ウ
フ
の
よ
う
な
歴
史
的
変
動
論
は
弁
証
法
的
ロ
ゴ
ス
の
よ
う
な

全
体
性
を
超
越
的
原
理
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
独
断

。

、

的
に
設
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

こ
れ
ら
と
対
比
す
る
と
き

カ
ン
ト
の
悟
性
‐
感
性
構
造
は
、
相
対
的
な
見
方
に
よ
っ
て
無
化
さ
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れ
る
こ
と
の
な
い
認
識
の
対
象
の
あ
る
種
の
絶
対
的
位
置
、
実
在
性

を
含
ん
で
い
る
よ
う
な
Ｓ
‐
Ｄ
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
個

別
的
な
「
自
我
」
と
い
う
超
越
論
的
主
観
性
に
根
ざ
し
つ
つ
そ
の
外

に
あ
る
客
体
世
界
と
の
関
連
を
含
み
う
る
分
肢
構
造
と
し
て
、
形
式

に
も
解
消
さ
れ
ず
超
越
的
実
在
に
も
依
拠
し
な
い
独
自
の
位
置
を
占

め
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。

と
は
い
え
そ
の
点
を
カ
ン
ト
の
優
位
性
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

悟
性
‐
感
性
と
い
う
分
肢
構
造
の
独
自
の
位
置
付
け
に
よ
っ
て
、
一

元
的
分
肢
の
絶
対
的
位
置
が
正
当
化
で
き
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
位
置
の
絶
対
性
そ
の
も
の
が
、
や
は
り
成
立
す
る
客

体
世
界
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て

そ
の
分
肢
構
造
の
統
一
も
ま
た
相
対
的
位
置
づ
け
し
か
与
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
悟
性
認
識
の
理
論
す
な
わ
ち
超
越
論
的

論
理
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
客
体
世
界
は
、
仮
設
的
モ
デ

ル
と
し
て
の
世
界
像
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
特
権
的
な
唯
一
性
は
疑
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
問
題
群
の
再
吟
味
を
行
う
序
説
と
し
て
の

小
論
で
は
、
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
を
し
な
い
が
、
感
性
的
直
観

に
お
け
る
質
料
の
規
則
化
や
、
感
性
的
な
も
の
を
語
る
記
述
の
論
理

被
制
約
性
な
ど
の
問
題
点
を
考
慮
の
外
に
お
け
ば
、
カ
ン
ト
の
悟
性

認
識
の
世
界
像
は
、
最
終
的
に
は
や
は
り
自
我
の
自
己
意
識
に
相
関

す
る
か
ぎ
り
の
世
界
像
で
あ
り
、
感
覚
知
覚
に
よ
ら
な
い
も
の
が
意

味
を
持
ち
え
な
い
世
界
像
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
自
ら
の
形
而
上
学
的

言
明
に
反
し
て
、
理
性
的
に
知
覚
し
意
識
す
る
自
己
の
世
界
の
み
が

唯
一
の
世
界
な
い
し
少
な
く
と
も
客
体
と
し
て
の
優
位
性
を
も
っ
て

い
る
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
世
界
の
み
を
唯
一
の
客
体
世
界
と
す
る

理
性
的
存
在
者
の
自
己
存
立
が
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
、
と
も
言
え

る
。
そ
う
し
た
見
方
は
し
ば
し
ば
、
独
我
論
な
い
し
観
念
論
と
批
判

さ
れ
る
反
面
で
、
自
己
意
識
論
的
カ
ン
ト
解
釈
や
理
性
の
自
己
関
係

性
な
い
し
自
己
触
発
性
な
ど
の
理
論
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
上
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
狭
義
の
理
性
内
部

か
ら
の
再
構
成
的
解
釈
だ
け
で
な
く
、
諸
客
体
世
界
の
成
立
に
と
っ

て
ど
れ
ほ
ど
優
位
性
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
同
時
に
問
わ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
超
越
論
的
な
認
識
構
造
に
つ
い
て
考
え

る
際
に
は
、
外
在
的
な
視
点
と
内
在
的
な
視
点
、
独
断
的
形
而
上
学

と
超
越
論
的
論
理
学
と
を
た
だ
ち
に
分
離
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
、
認
識
の
形
而
上
学
と
し
て
両
者
の
結
合
を
保
持
す
る
よ
う
な
仕

方
で
そ
の
意
義
と
可
能
性
を
論
じ
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
だ
ろ
う
。

自
己
意
識
論
的
カ
ン
ト
解
釈
や
理
性
の
自
己
関
係
性
に
よ
る
解
釈
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は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
独

我
論
的
視
点
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。註

カ
ン
ト
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
巻
名
と
頁
数

の
み
を
記
し
た
。
た
だ
し
慣
例
に
従
い

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
は
Ａ
・

、

Ｂ
版
の
別
と
頁
数
の
み
を
記
し
、
ま
た
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
つ
い
て
は
当
該

セ
ク
シ
ョ
ン
番
号
の
み
を
示
し
た
。

（
一
）
高
坂
正
顯
「
カ
ン
ト
学
派

『
高
坂
正
顯
著
作
集
第
三
巻

、
昭
和
四
〇

」
、

』

年
、
理
想
社
、
二
八
二
頁
。

（
二
）
高
坂
正
顯
「
カ
ン
ト
学
派

、
二
八
四
頁
。

」

J.
G
.
F
ichte,

,

（

）
三

D
ie

W
issenschaftslehre

Zw
eiter

V
ortrag

im
Jahre

1804

hgs.
R
.
L
auth/J.

W
idm

ann,
H
am

burg
1975,

P
hB

284,
S
.249.

（

）Ibid.

（
四
）

（
五
）
西
田
幾
多
郎
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省

『
西
田
幾
多
郎
全
集
第

」
、

二
巻

、
平
成
一
六
年
、
岩
波
書
店
、
五
頁
。

』G
.
P
rauss,

,
1980,

S
.9.

（
六
）

E
inführung

in
die

E
rkenntnistheorie

G
.
P
rauss,

,
S.10ff.

（
七
）

E
inführung

in
die

E
rkenntnistheorie

（
八
）
高
坂
正
顯
「
カ
ン
ト
解
釈
の
問
題

『
高
坂
正
顯
著
作
集
第
三
巻

、
昭

」
、

』

和
四
〇
年
、
理
想
社
、
一
四
二
頁
。

（
九
）
こ
こ
で
は
主
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ペ
イ
ト
ン
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
等
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
カ
ン
ト
解
釈
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

「
形
而
上
的
」
と
い
う
用

。

語
の
使
用
法
に
は
、
よ
り
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
後
期
リ
ッ
ケ
ル
ト

は
、
通
常
の
形
而
上
的
世
界
を

「
叡
知
的
世
界

「
形
而
前
の
世
界

「
形
而
上

、

」

」

T
hesen

zum
System

der

の
世
界
」
の
三
者
に
区
分
し
て
い
る
。

H
.
R
ickert,

ま
た
、
筆
者
と
同
様
の
観
点
か
ら
カ
ン

P
hilosophie,

in:
L
ogos,

B
d.21,

1932.

K
ant

ト
解
釈
に
つ
い
て
論
題
を
提
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、W

.
B
röcker,

な
ど
が
あ
る
。

über
M

etaphysik
und

E
rfahrung,

1970.

D
ie

W
issenschaftslehre

Zw
eiter

V
ortrag

im
Jahre

（
一
〇
）J.

G
.
F
ichte,

,
S.25.

1804

D
ie

W
issenschaftslehre

Z
w

eiter
V

ortrag
im

Jahre

（
一
一
）J.

G
.
F
ichte,

お
そ
ら
く
フ
ィ
ヒ
テ
が
講
義
の
際
に
プ
リ
ン
ト
や
板
書
な
ど
で
略

1804,
S
.14.

号
と
し
て
用
い
て
い
た
本
文
中
の
（
Ａ

（
Ｓ

（
Ｄ
）
等
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ

）

）

das

ヒ
テ
自
身
の
精
細
な
説
明
が
な
い
た
め
憶
測
に
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

を
示
し
て
い
る
。

A
bsolute,

Sein,
D
enken

J.
G
.
F
ichte,

,
in:

G
esam

tausgabe
der

（
一
二
）

3ter
C

ours
der

W
.

L
.

1804

B
ayerischen

A
kadem

ie
der

W
issenschaften,

N
achgelassene

S
chriften,

B
d.

7,
S
.306.

D
ie

W
issenschaftslehre

Zw
eiter

V
ortrag

im
Jahre

（
一
三
）J.

G
.
F
ichte,

,
S.26f.

1804

J.
G
.
F
ichte,

L
.
1804,

S
.307.

（
一
四
）

3ter
C

ours
der

W
.

J.
G
.
F
ichte,

.
1804,

S
.308ff.

（
一
五
）

3ter
C

ours
der

W
.

L

D
ie

W
issenschaftslehre

Zw
eiter

V
ortrag

im
Jahre

（
一
六
）J.

G
.
F
ichte,

,
S.18.

1804

D
ie

W
issenschaftslehre

Z
w

eiter
V

ortrag
im

Jahre
（
一
七
）J.

G
.
F
ichte,

,
S.19.

1804

D
ie

W
issenschaftslehre

Zw
eiter

V
ortrag

im
Jahre

（
一
八
）J.

G
.
Fichte,

,
S
.28f.

1804

D
ie

W
issenschaftslehre

Zw
eiter

V
ortrag

im
Jahre

（
一
九
）J.

G
.
Fichte,

,
S.27.

1804
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（
二
〇
）
一
八
〇
四
年
第
二
知
識
学
に
お
け
る
カ
ン
ト
と
フ
ィ
ヒ
テ
の
真
理
論

の
一
部
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
。
大
橋
容
一
郎
「
知
の
言
語
の
位
相

一
八
〇
四
年
知
識
学
の
真
理
論
を
手
引
き
と
す
る

、
日
本
フ
ィ
ヒ
テ
協
会

―

」

編
『
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
第
４
号

、
一
九
九
六
年
、
晃
洋
書
房
、
七
六
‐
九
〇
頁
。

』

K
ants

R
ede

vom
U

nbedingten
und

ihre
philososphi-

（
二
一
）N

.
H
inske,

,
in:

P
hilosophie

der
S
ubjektivität?,

hgs.
H
.
M
.
B
aum

gart-
schen

M
otive

(
)

ner/W
.
G
.
Jacobs,

1993,
S
.275.

K
ants

R
ede

vom
U

nbedingten
und

ihre
philososphi-

（
二
二
）N

.
H
inske,

,
S.277.

schen
M

otive

（
二
三
）
以
下
の
拙
論
を
参
照
。
大
橋
容
一
郎
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

『
カ
ン
ト

」
、

全
集
別
巻

、
二
〇
〇
六
年
、
岩
波
書
店
、
二
四
一
‐
二
七
一
頁
。

』

K
ants

R
ede

vom
U

nbedingten
und

ihre
philososphi-

（
二
四
）N

.
H
inske,

,
S.276.

schen
M

otive

（
二
五
）
エ
ミ
ー
ル
・
ラ
ス
ク
は
非
感
性
的

領
域
を
、
超
感
性

nicht-sinnlich

、

、

、

的

領
域
と
不
感
性
的

領
域
に
区
分
し

意
味

価
値

über-sinnlich
un-sinnlich

妥
当
、
真
理
の
領
域
を
感
性
的
領
域
以
上
に
重
視
す
る
「
哲
学
の
論
理
学
」
お

D
ie

Logik
der

P
hilosophie

und

よ
び
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
を
提
示
し
た
。E

.
L
ask,

,
1911,

in:
G
esam

m
elte

S
chriften

B
d.2,

1923/24,
S.17.

die
K

ategorienlehre

ま
た
カ
ン
ト
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
。
大
橋
容
一
郎
「
純

粋
ロ
ゴ
ス
批
判
の
論
理

『
理
想
第
六
四
三
号

、
一
九
八
九
年
、
理
想
社
、
二

」
、

』

六-

三
五
頁
。

H
.
R
ickert,

,
1910,

in:
L
ogos,

B
d.1,

（
二
六
）

V
om

B
egriff

der
P

hilosophie

1910/11,
S
.15f.,

S.31.

（
二
七
）
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ホ
『
カ
ン
ト
と
現
代
の
哲
学
的
課
題

、
古
在
由
重

』

Im
m

anuel
K

ant
und

die
philoso-

訳
、
昭
和
三
年
、
岩
波
書
店:

B
.
B
auch,

,
in:

B
eiträge

zur
P
hilosophie

des
deu-

phische
A

ufgabe
der

G
egenw

art

tschen
Idealism

us,
B
d.3,

1924,
S
.7-18.

（
二
八
）
バ
ウ
ホ
前
掲
書
、
一
三
頁
。

H
.
R
ickert,

,
2.A

uflage,
1904,

（
二
九
）

D
er

G
egenstand

der
E

rkenntnis

S
.28.

H
.
R
ickert,

,
2.A

uflage,
S.35.

（
三
〇
）

D
er

G
egenstand

der
E

rkenntnis

H
.
R
ickert

,
2.A

uflage,
S
.211f.

（
三
一
）

,
D

er
G

egenstand
der

E
rkenntnis

H
.
R
ickert,

,
2.A

uflage,
S.227.

（
三
二
）

D
er

G
egenstand

der
E

rkenntnis

D
ie

W
issenschaftslehre

Zw
eiter

V
ortrag

im
Jahre

（
三
三
）J.

G
.
F
ichte,

,
S.28f.

1804

（
三
四
）
西
田
幾
多
郎
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省

、
二
六
四
頁
。

」

（
三
五
）
西
田
幾
多
郎
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省

、
二
六
九
頁
。

」

（
三
六
）
西
田
幾
多
郎
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省

、
二
六
四
頁
。

」

（
三
七
）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
例
え
ば
、
高
坂
正
顯
「
カ
ン
ト
学
派
」
お

、

「

」、『

』、

、

よ
び

平
田
俊
博

柔
ら
か
い
合
理
主
義

理
想
六
四
三
号

一
九
八
九
年

理
想
社
、
六
〇
頁
、
等
を
参
照
。

（
三
八
）
大
橋
容
一
郎
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

。」

D
ie

W
issenschaftslehre

Zw
eiter

V
ortrag

im
Jahre

（
三
九
）J.

G
.
Fichte,

,
S
.36ff.

1804

H
.
R
ickert,

,
2.A

uflage,
S.27.

（
四
〇
）

D
er

G
egenstand

der
E

rkenntnis

（
四
一
）
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
純
粋
経
験
の
哲
学

、
伊
藤
邦
武
訳
、
二
〇
〇
四

』

年
、
岩
波
書
店
、
一
四
一
頁
。

（
四
二
）
西
田
幾
多
郎
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省

、
二
六
三
頁
。

」

H
.
R
ickert,

,
2.A

uflage,
S.29.

（
四
三
）

D
er

G
egenstand

der
E

rkenntnis

（
四
四
）
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
純
粋
経
験
の
哲
学

、
一
四
二
頁
。

』

（
四
五
）
西
田
幾
多
郎
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省

、
二
六
三
頁
。

」

（
四
六
）
こ
の
よ
う
に
西
田
は
、
主
客
の
本
質
的
な
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
認

め
つ
つ
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
う
し
た
関
係
が
究
極
的
に
は
絶
対
自
由
の
意
志
と

い
う
統
一
に
基
づ
く
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
は
あ
る
が
、
相
互
関
係
を
も

つ
認
識
主
観
と
認
識
対
象
の
一
対
が
変
動
し
う
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立

す
る
客
体
世
界
も
種
々
に
変
動
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
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G
.
W
.
F
.
H
egel,

I,
1812

1971
,
PhB

56,
（

）

四
七

(
)

W
issenschaft

der
L
ogik,

S
.23ff.

四
八

高
坂
正
顯

カ

（

）

、

「

H
.
R
ickert,

,
1921,

S
.57ff.

System
der

P
hilosophie

I

ン
ト
学
派

、
二
九
七
頁
。
な
お
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
同
書
『
哲
学
体
系
』
に
つ
い
て

」

は
、
以
下
の
文
献
が
概
観
を
示
し
て
い
る
。
九
鬼
一
人
『
新
カ
ン
ト
派
の
価
値

哲
学

、
平
成
元
年
、
弘
文
堂
、
八
五
頁
以
降
。

』

D
ie

Lehre
vom

erkennenden
Subjekt
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„transzendental“ und „metaphysisch“
― ―Vorrede zu „Kant und Metaphysik der Erkenntnis“

Yoichiro OHASHI

Wer versucht, Kants „Kritik der reinen Vernunft“ integrativ zu deuten, der
selber muß notwendig zwei Problemkomponenten umgrenzen und verstehen. Die
„transzendentale“ und „metaphysische“ Komponenten sind häufig als „Logik der
Phänomens“ und „Metaphysik des Scheins“ miteinander verglichen, und als
unvereinbar erachtet worden. Jedoch läßt Kant in einer spekulativen Vermögen der
Vernunft die Funktion sowohl des transzendentalen logischen Gebrauches als auch
des metaphysischen reinen Gebrauches zu. Die zwei Problemkomponenten sollten
nämlich in ein und derselben Fähigkeit der spekulativen Vernunft die organische
Relation gegenseitig haben. Die Konstruktion einer möglichen Erfahrung überhaupt
und die objektiven Welten der transzendentalen Ideen sind also harmonisch zu
denken. Wie ist es möglich?

Einmal in der Metaphysik der Erkenntnis von Neukantianismus behaupteten
Heinrich Rickert und Kitaro Nishida, daß die Konstitutionselemente der spekulativen
Erkenntnis korrelativ und plural sind. Emil Lask und Bruno Bauch hielten eine
derartige Bewegtheit solcher Elemente für die graduelle oder dialektische. Kann die
monistische Theorie der spekulativen Konstitutionselemente Kants eine Vorherr-
schaft über die obengenannten erweisen?

Solch eine Fragestellung mag nicht ein Relikt der Vergangenheit sein. Im
gegenwärtigen Weltalter, wo die Autorität des wissenschaftlichen Weltbildes
erschüttert ist, sieht die oft anzutreffende Problemstellung der japanischen Kant-
forschern aehnlich wie die Problematik bei den kritischen Nachfolgern Kants aus.
Diese Problemstellung hat, wie mir scheint, eine unbewußte Tendenz zu irgendeiner
„Metaphysik“. Aufgrund solcher Interesserichtung ist diese Traktat auf die
Nachprüfung der Möglichkeit und Bedeutung von „Metaphysik der Erkenntnis“ hin
zu konzipieren.


