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序

　

西
田
哲
学
に
と
っ
て
、
最
も
近
い
哲
学
者
の
一
人
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
近
さ
は
、
西
田

自
身
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
上
、
日
本
の
哲
学
研
究
者
の
間
で
も
従
来
よ
り
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
類
似
性
ゆ
え
、

な
か
に
は
西
田
哲
学
の
独
自
性
を
疑
問
視
す
る
向
き
さ
え
存
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
西
田
が
「
私
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
多
く
の
い
う
べ
き
も
の
を
有
っ
て
い
る
」
（12-84

）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

両
者
の
親
近
性
は
差
異
を
は
ら
ん
だ
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
は
後
期
哲
学
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
差

異
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
言
及
す
る
に
至
る
が
、
主
題
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
を
展
開
し
た
の
は
、
『
続
思
索
と
体
験
』
（
一
九
三
七
年
）
に
収
め

ら
れ
た
論
文
「
私
の
立
場
か
ら
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
」（
一
九
三
一
年
）（
以
下
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
と
略
記
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
同

論
文
に
お
い
て
西
田
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
な
か
で
は
比
較
的
著
名
な
、『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
第
一
部
「
論

理
学
」
（
以
下
、
「
小
論
理
学
」
と
略
記
）
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
「
有
」
と
「
無
」
お
よ
び
「
生
成
（W

erden

）
」
を
め
ぐ
る
思
索
で

あ
る
（
以
下
、「
生
成
論
」
と
略
記
）
。
同
所
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
始
ま
り
の
場
面
で
、
事
柄
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
「
無
」

で
あ
る
が
、
す
で
に
そ
こ
に
先
へ
の
進
行
が
孕
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
事
柄
は
「
有
」
で
あ
る
と
洞
察
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田

は
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
真
意
は
、
右
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
を
以
っ
て
し
て
は
、
す
で
に
潜
在
し
て
い
る
も
の
が
顕
現
し
て
来



六
七

六
六

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
射
程[

熊
谷]

る
に
す
ぎ
ず
、
真
に
新
た
に
「
始
ま
る
」
こ
と
が
成
立
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
１
）

。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
代
え
て
、
西
田
が
提
示
し
た
生
成
論
は
、
事
実
を
顕
現
と
な
す
潜
在
が
無
い
こ
と
（
無
底
性
）
に
よ
っ
て
、
事
実
が

自
ず
か
ら
起
こ
る
も
の
と
し
て
成
立
し
、
そ
こ
に
主
体
の
目
覚
め
が
有
る
と
洞
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
右
の
無
底
性
は
、
事
実
が
過
去
か
ら

で
は
な
く
、
現
在
自
身
の
う
ち
か
ら
新
た
に
始
ま
る
た
め
の
成
立
条
件
と
い
う
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
無
底
性
が
始
ま
り
の
成
立
条

件
で
あ
っ
た
の
み
で
は
な
く
、
有
の
ほ
う
も
、
無
底
性
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
、
新
た
な
始
ま
り
に
お
い
て
主
体
性
の
目
覚
め
を
見
出
し
た

も
の
で
あ
り
、
総
じ
て
、
西
田
生
成
論
は
始
ま
り
の
論
理
的
基
礎
づ
け
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
お
け
る
始
ま
り
の
事
例
は
、
抽
象
的
思
惟
に
不
慣
れ
な
読
者
の
理
解
を
援
け
る
た
め
の
方
便
と
し

て
、
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
た
事
例
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
り
、
必
ず
し
も
始
ま
り
の
事
例
で
な
く
と
も
良
い
代
替
可
能
な
事
例
に
す
ぎ
ず
、
始

ま
り
の
事
例
に
お
け
る
内
容
そ
の
も
の
を
主
張
す
る
こ
と
に
力
点
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
を
以
て
し
て
は
、

新
た
な
「
始
ま
り
」
が
可
能
で
な
い
と
い
う
西
田
の
批
判
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
お
け
る
始
ま
り
の
事
例
の
位
置
づ
け
を
誤
認
し
過
大
評

価
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
を
得
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
課
題
は
、
西
田
が
直
接
批
判
を
向
け
た
「
小
論
理
学
」
生
成
論
を
超
え
て
、
よ
り
広
い
視
野
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
を
見
た
場
合
、
西
田
の
批
判
お
よ
び
生
成
論
が
意
義
を
持
っ
て
く
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
稿
の
主
題
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
「
小
論
理
学
」
生
成
論
に
お
け
る
始
ま
り
の
事
例
に
見
ら
れ
た
潜
在･

顕
現
図
式
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
よ

り
広
く
見
た
場
合
、
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
、
（
必
ず
し
も
截
然
と
は
分
か
ち
難
い
が
）
第
一

に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
、
人
間
の
行
為
を
直
接
主
題
化
し
た
の
で
は
な
い
現
実
一
般
、
あ
る
い
は
事
物
の
領
域
に
お
い
て
検
討
し
（
第

一
節
）
、
第
二
に
、
と
り
わ
け
人
間
の
行
為
の
領
域
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
し
た
い
（
第
三
節
）
。
そ
し
て
各
々
の
領
域
に
お
い
て
、
「
ヘ
ー

ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
以
降
の
西
田
の
思
索
の
展
開
も
解
明
し
、
西
田
の
思
索
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
に
対
し
て
意
義
を
有
す
る
か
を
考
究
し
た

い
（
第
二
節
、
第
四
節
）
。

　
　
　
　
　
　
　

一　

現
実
の
運
動
に
お
け
る
潜
在･

顕
現
（
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
）

　

さ
て
、
西
田
が
直
接
批
判
の
対
象
と
し
た
の
は
、
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
「
論
理
学
」
の
第
一
部
「
存
在
論
」
に
お
け
る
生
成
論

で
あ
っ
た
が
、
現
実
の
運
動
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
に
お
い
て
、
潜
在･

顕
現
に
関
わ
る
の
は
、
同
書
「
論
理
学
」
第
二
部
「
本
質
論
」

の
「
Ｃ
現
実
性
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
主
題
と
す
る
の
は
、
表
題
に
示
唆
さ
れ
る
通
り
、
現
実
の
運
動
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
で
あ
る
。
現
存
す
る
諸
事
情･

諸
条
件
が
滅
び
去
り
（
２
）

、
そ
こ
か
ら
一
つ
の
新
し
い
現
実
が
出
て
く
る
時( EI289

)

、
一
見
す
る
と
、

「
当
の
諸
事
情･

諸
条
件
か
ら
、
あ
る
全
く
別
な
も
の
が
出
て
き
た
」( ibid.)

よ
う
に
見
え
る
が
（
３
）

、
そ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
別

な
何
も
の
も
成
立
し
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
最
初
の
現
実
性
が
そ
れ
の
本
質
ど
お
り
に
定
立
さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
」

( ibid.)

と
異
を
唱
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
現
存
す
る
諸
条
件
は
、
「
何
か
ま
っ
た
く
別
の
も
の
へ
の
萌
芽
」( ibid.)

を
自
ら
の
内
に
含
み
、

新
し
く
生
ま
れ
る
現
実
性
は
、
最
初
の
現
実
性
の
「
内
な
る
も
の
」
（EI287

）
が
現
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
（
４
）

、
こ
れ
を
「
現
実

性
の
プ
ロ
セ
ス
」
（EI288

）
全
般
の
運
動
の
構
造
と
し
て
見
定
め
る
（
５
）

。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
右
の
引
用
文
で
言
わ
れ
て
い
た
「
本
質
」
を
、「
事
柄 

( die Sache)

」( EI293
)

と
換
言
し
た
上
で
、
右
の
現
実
の
運
動
を
、

「
自
ら
を
〔
「
可
能
性
」( EI287

)

か
ら
〕
現
実
性
へ
揚
棄
し
て
い
く
…
事
柄
の
は
た
ら
き( B

etätigung
)

」
（EI288

)

と
も
捉
え
る
。
こ
の

よ
う
に
、
現
実
を
、
事
柄
の
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
移
行
と
見
な
す
捉
え
方
に
お
い
て
も
、
先
述
し
た
、
新
た
な
現
実
の
出
現
を
、
先

行
す
る
現
実
の
内
的
本
質
の
定
立
と
見
な
す
捉
え
方
に
お
い
て
も
、
西
田
が
批
判
し
た
潜
在･

顕
現
図
式
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
否
、

と
言
う
よ
り
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
論
は
、
潜
在･

顕
現
図
式
の
論
理
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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性
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
主
題
と
す
る
の
は
、
表
題
に
示
唆
さ
れ
る
通
り
、
現
実
の
運
動
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
で
あ
る
。
現
存
す
る
諸
事
情･
諸
条
件
が
滅
び
去
り
（
２
）

、
そ
こ
か
ら
一
つ
の
新
し
い
現
実
が
出
て
く
る
時( EI289

)

、
一
見
す
る
と
、

「
当
の
諸
事
情･

諸
条
件
か
ら
、
あ
る
全
く
別
な
も
の
が
出
て
き
た
」( ibid.)

よ
う
に
見
え
る
が
（
３
）

、
そ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
別

な
何
も
の
も
成
立
し
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
最
初
の
現
実
性
が
そ
れ
の
本
質
ど
お
り
に
定
立
さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
」

( ibid.)

と
異
を
唱
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
現
存
す
る
諸
条
件
は
、
「
何
か
ま
っ
た
く
別
の
も
の
へ
の
萌
芽
」( ibid.)

を
自
ら
の
内
に
含
み
、

新
し
く
生
ま
れ
る
現
実
性
は
、
最
初
の
現
実
性
の
「
内
な
る
も
の
」
（EI287

）
が
現
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
捉
え
（
４
）

、
こ
れ
を
「
現
実

性
の
プ
ロ
セ
ス
」
（EI288

）
全
般
の
運
動
の
構
造
と
し
て
見
定
め
る
（
５
）

。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
右
の
引
用
文
で
言
わ
れ
て
い
た
「
本
質
」
を
、「
事
柄 

( die Sache)

」( EI293
)

と
換
言
し
た
上
で
、
右
の
現
実
の
運
動
を
、

「
自
ら
を
〔
「
可
能
性
」( EI287

)

か
ら
〕
現
実
性
へ
揚
棄
し
て
い
く
…
事
柄
の
は
た
ら
き( B

etätigung
)

」
（EI288

)

と
も
捉
え
る
。
こ
の

よ
う
に
、
現
実
を
、
事
柄
の
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
移
行
と
見
な
す
捉
え
方
に
お
い
て
も
、
先
述
し
た
、
新
た
な
現
実
の
出
現
を
、
先

行
す
る
現
実
の
内
的
本
質
の
定
立
と
見
な
す
捉
え
方
に
お
い
て
も
、
西
田
が
批
判
し
た
潜
在･

顕
現
図
式
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
否
、

と
言
う
よ
り
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
論
は
、
潜
在･

顕
現
図
式
の
論
理
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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以
上
、
取
り
上
げ
て
き
た
の
は
、
「
小
論
理
学
」
第
二
部
「
本
質
論
」
「
Ｃ
現
実
性
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
『
大
論
理
学
』
の

第
二
巻
「
本
質
論
」
第
三
篇･

第
二
章
「
現
実
性
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
思
索
も
取
り
上
げ
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

「
或
る
事
物
の
全
条
件
が
完
全
に
現
存
す
る
と
き
、
そ
の
事
物
は
現
実
性
の
中
に
入
り
込
む
。
…
事
物
そ
の
も
の
と
は
、
こ
の
よ
う
に
可
能

的
存
在
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
現
実
的
存
在
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
内
容
で
あ
る
」( LII210

)
 

と
述
べ
て
い

る
。
「
即
自
有
〔
「
可
能
性
」( ibid .)

〕
が
止
揚
さ
れ
て
、
現
実
性
に
移
行
す
る
」( ibid.)

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
言
葉
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
現
実
の
運
動
を
、
事
物
の
「
可
能
的
存
在
」
か
ら
「
現
実
的
存
在
」
へ
の
移
行
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
或

る
「
実
在
的
現
実
性
」( LII209

)
は
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
他
の
実
在
的
現
実
性
に
と
っ
て
の
「
諸
々
の
条
件
の
全
体
」( ibid.)

を
成
し
、

他
の
実
在
的
現
実
性
の
「
実
在
的
可
能
性
」( ibid.)

で
あ
っ
て
（
６
）

、
そ
れ
が
自
ら
を
「
止
揚
」( LII210

)

し
、
実
在
的
現
実
性
と
な
る
と

い
う
（
７
）

、こ
こ
で
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
も
、
具
体
的
に
は
右
の
事
態
を
指
し
、
そ
れ
を
論
理
化
し
た
も
の
で
あ
る
。『
大

論
理
学
』
現
実
性
論
に
先
立
つ
、「
事
物
の
実
存
へ
の
出
現
」( LII119

)

と
題
さ
れ
た
節
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
同
主
旨
で
あ
る
（
８
）

。

　

こ
の
よ
う
に
、
『
大
論
理
学
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
も
、
「
小
論
理
学
」
に
お
け
る
洞
察
と
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
可
能
性･

現
実
性
と
い
う
概
念
枠
組
み
で
以
て
精
緻
に
論
理
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
可
能
性
の
現
実
化
は
、
潜
在
の
顕
現
に
ほ
か

な
ら
な
い
ゆ
え
、
同
書
に
お
い
て
も
、
我
々
は
潜
在･

顕
現
図
式
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
現
実
性
論
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
を
解
明
し
て
き
た
が
、
次
い
で
問
題
と
な
る
の
は
、
右
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
と
、
西
田

が
直
接
批
判
し
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
お
け
る
始
ま
り
の
事
例
と
の
連
関
で
あ
る
。
先
に
論
及
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
生
成
論

の
中
で
、
始
ま
り
に
お
い
て
、
事
柄
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
と
同
時
に
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
ま
だ
存
在
し
て

い
な
い
と
は
、
む
ろ
ん
現
実
化
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
は
、
「
始
ま
り
は
…
も
う
す
で
に
先
へ
の
進

行
を
見
越
し
て
い
る
」
（EI190-191

）
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
現
実
性
論
で
も
、
事
柄
が
、
未
だ
現
実
性
と
し
て
は
存
在
し
て

い
な
い
時
で
も
、
前
の
現
実
性
に
お
い
て
可
能
性
と
し
て
存
在
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
ま
で
は
生
成
論
と
同
様
で
あ
る
が
、
現

実
性
論
で
は
、
そ
の
事
柄
が
、
前
の
現
実
性
の
内
的
「
本
質
」
で
あ
り
、
後
の
現
実
性
は
、
前
の
現
実
性
の
内
的
本
質
が
そ
の
ま
ま
定
立

さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
前
の
現
実
性
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
生
成
論
に
お
け

る
よ
り
も
、
事
柄
が
現
実
化
す
る
前
の
現
実
性
と
、
現
実
化
し
た
後
の
現
実
性
と
の
内
的
連
関
、
お
よ
び
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
の
「
必

然
性
」( EI289

)

を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
潜
在･

顕
現
図
式
を
よ
り
確
固
た
る
も
の
と
な
し
た
と
言
え
る
。

　

西
田
が
批
判
を
向
け
た
「
小
論
理
学
」
生
成
論
に
お
い
て
は
、
始
ま
り
の
事
例
に
お
け
る
内
容
そ
の
も
の
を
主
張
す
る
こ
と
に
力
点
が

あ
っ
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
ゆ
え
、
潜
在
し
て
い
た
も
の
が
顕
現
し
て
来
る
の
で
は
真
に
新
た
に
「
始
ま
る
」
こ
と
が
可
能
で
な
い
と
い

う
西
田
の
批
判
は
正
鵠
を
失
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
小
論
理
学
」
現
実
性
論
お
よ
び
『
大
論
理
学
』
現
実
性
論
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
潜
在
の
顕
現
を
、
生
成
論
に
お
い
て
よ
り
も
内
的
必
然
性
を
以
っ
て
、
か
つ
現
実
の
進
展
全
般
の
中
核
を
な
す
構
造
と
し
て
主
張
し

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
潜
在･

顕
現
図
式
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
一
つ
の
根
本
思
想
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
（
９
）

、

西
田
の
批
判
が
妥
当
す
る
と
言
え
る
。

 
 
 
 
 

　
　
　

二　

現
実
の
運
動
に
お
け
る
潜
在･

顕
現
（
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
）

　

さ
て
、『
続
思
索
と
体
験
』（
一
九
三
七
年
）
に
収
め
ら
れ
た
論
文
「
私
の
立
場
か
ら
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
」（
一
九
三
一
年
）
に
お
い
て
、

西
田
は
潜
在･

顕
現
図
式
を
批
判
し
、
独
自
の
生
成
論
を
展
開
し
た
が
、と
り
わ
け
『
哲
学
論
文
集 

第
二
』（
一
九
三
七
年
）
の
時
期
頃
か
ら
、

潜
在･

顕
現
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
具
体
的
に
論
及
が
な
さ
れ
る
に
到
る
。
以
下
で
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
以
降
に
お
け
る
潜
在･

顕
現
を
め
ぐ
る
西
田
の
思
索
を
解
明
し
た
上
で
、
同
論
文
の
時
期
の
西
田
自
身
の
思
索
と
の
関
係
、
お
よ
び
前
節
に
お
い
て
解
明
し
た
ヘ
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以
上
、
取
り
上
げ
て
き
た
の
は
、
「
小
論
理
学
」
第
二
部
「
本
質
論
」
「
Ｃ
現
実
性
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
『
大
論
理
学
』
の

第
二
巻
「
本
質
論
」
第
三
篇･

第
二
章
「
現
実
性
」
で
展
開
さ
れ
て
い
る
思
索
も
取
り
上
げ
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

「
或
る
事
物
の
全
条
件
が
完
全
に
現
存
す
る
と
き
、
そ
の
事
物
は
現
実
性
の
中
に
入
り
込
む
。
…
事
物
そ
の
も
の
と
は
、
こ
の
よ
う
に
可
能

的
存
在
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
現
実
的
存
在
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
内
容
で
あ
る
」( LII210

)
 

と
述
べ
て
い

る
。
「
即
自
有
〔
「
可
能
性
」( ibid .)

〕
が
止
揚
さ
れ
て
、
現
実
性
に
移
行
す
る
」( ibid.)

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
言
葉
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
現
実
の
運
動
を
、
事
物
の
「
可
能
的
存
在
」
か
ら
「
現
実
的
存
在
」
へ
の
移
行
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
或

る
「
実
在
的
現
実
性
」( LII209

)

は
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
他
の
実
在
的
現
実
性
に
と
っ
て
の
「
諸
々
の
条
件
の
全
体
」( ibid.)

を
成
し
、

他
の
実
在
的
現
実
性
の
「
実
在
的
可
能
性
」( ibid.)

で
あ
っ
て
（
６
）

、
そ
れ
が
自
ら
を
「
止
揚
」( LII210

)

し
、
実
在
的
現
実
性
と
な
る
と

い
う
（
７
）

、こ
こ
で
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
も
、
具
体
的
に
は
右
の
事
態
を
指
し
、
そ
れ
を
論
理
化
し
た
も
の
で
あ
る
。『
大

論
理
学
』
現
実
性
論
に
先
立
つ
、「
事
物
の
実
存
へ
の
出
現
」( LII119

)

と
題
さ
れ
た
節
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
同
主
旨
で
あ
る
（
８
）

。

　

こ
の
よ
う
に
、
『
大
論
理
学
』
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
も
、
「
小
論
理
学
」
に
お
け
る
洞
察
と
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
可
能
性･

現
実
性
と
い
う
概
念
枠
組
み
で
以
て
精
緻
に
論
理
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
可
能
性
の
現
実
化
は
、
潜
在
の
顕
現
に
ほ
か

な
ら
な
い
ゆ
え
、
同
書
に
お
い
て
も
、
我
々
は
潜
在･

顕
現
図
式
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
現
実
性
論
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
を
解
明
し
て
き
た
が
、
次
い
で
問
題
と
な
る
の
は
、
右
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
と
、
西
田

が
直
接
批
判
し
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
お
け
る
始
ま
り
の
事
例
と
の
連
関
で
あ
る
。
先
に
論
及
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
生
成
論

の
中
で
、
始
ま
り
に
お
い
て
、
事
柄
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
と
同
時
に
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
ま
だ
存
在
し
て

い
な
い
と
は
、
む
ろ
ん
現
実
化
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
は
、
「
始
ま
り
は
…
も
う
す
で
に
先
へ
の
進

行
を
見
越
し
て
い
る
」
（EI190-191

）
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
現
実
性
論
で
も
、
事
柄
が
、
未
だ
現
実
性
と
し
て
は
存
在
し
て

い
な
い
時
で
も
、
前
の
現
実
性
に
お
い
て
可
能
性
と
し
て
存
在
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
ま
で
は
生
成
論
と
同
様
で
あ
る
が
、
現

実
性
論
で
は
、
そ
の
事
柄
が
、
前
の
現
実
性
の
内
的
「
本
質
」
で
あ
り
、
後
の
現
実
性
は
、
前
の
現
実
性
の
内
的
本
質
が
そ
の
ま
ま
定
立

さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
前
の
現
実
性
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
生
成
論
に
お
け

る
よ
り
も
、
事
柄
が
現
実
化
す
る
前
の
現
実
性
と
、
現
実
化
し
た
後
の
現
実
性
と
の
内
的
連
関
、
お
よ
び
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
の
「
必

然
性
」( EI289

)

を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
潜
在･

顕
現
図
式
を
よ
り
確
固
た
る
も
の
と
な
し
た
と
言
え
る
。

　

西
田
が
批
判
を
向
け
た
「
小
論
理
学
」
生
成
論
に
お
い
て
は
、
始
ま
り
の
事
例
に
お
け
る
内
容
そ
の
も
の
を
主
張
す
る
こ
と
に
力
点
が

あ
っ
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
ゆ
え
、
潜
在
し
て
い
た
も
の
が
顕
現
し
て
来
る
の
で
は
真
に
新
た
に
「
始
ま
る
」
こ
と
が
可
能
で
な
い
と
い

う
西
田
の
批
判
は
正
鵠
を
失
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
小
論
理
学
」
現
実
性
論
お
よ
び
『
大
論
理
学
』
現
実
性
論
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
潜
在
の
顕
現
を
、
生
成
論
に
お
い
て
よ
り
も
内
的
必
然
性
を
以
っ
て
、
か
つ
現
実
の
進
展
全
般
の
中
核
を
な
す
構
造
と
し
て
主
張
し

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
潜
在･

顕
現
図
式
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
一
つ
の
根
本
思
想
を
成
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
（
９
）

、

西
田
の
批
判
が
妥
当
す
る
と
言
え
る
。

 
 
 
 
 

　
　
　

二　

現
実
の
運
動
に
お
け
る
潜
在･

顕
現
（
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
）

　

さ
て
、『
続
思
索
と
体
験
』（
一
九
三
七
年
）
に
収
め
ら
れ
た
論
文
「
私
の
立
場
か
ら
見
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
」（
一
九
三
一
年
）
に
お
い
て
、

西
田
は
潜
在･

顕
現
図
式
を
批
判
し
、
独
自
の
生
成
論
を
展
開
し
た
が
、と
り
わ
け
『
哲
学
論
文
集 

第
二
』（
一
九
三
七
年
）
の
時
期
頃
か
ら
、

潜
在･

顕
現
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
具
体
的
に
論
及
が
な
さ
れ
る
に
到
る
。
以
下
で
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
以
降
に
お
け
る
潜
在･

顕
現
を
め
ぐ
る
西
田
の
思
索
を
解
明
し
た
上
で
、
同
論
文
の
時
期
の
西
田
自
身
の
思
索
と
の
関
係
、
お
よ
び
前
節
に
お
い
て
解
明
し
た
ヘ
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ー
ゲ
ル
現
実
性
論
と
の
関
係
と
、
そ
れ
に
対
す
る
意
義
を
究
明
し
た
い
。

　

後
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
潜
在･

顕
現
の
思
索
に
お
い
て
、
西
田
が
し
ば
し
ば
論
及
し
、
自
ら
の
思
想
を
具
体
化
す
る
上
で
援
用
す
る

の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
物
理
学
者
ド
ゥ
・
ブ
ロ
ー
イ
（
一
八
九
二
―
一
九
八
七
）
が
そ
の
著
作
『
物
質
と
光
』
（
一
九
三
九
年
）
の
一
節
に
お

い
て
挙
げ
た
、
プ
リ
ズ
ム
の
事
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
色
の
光
線
を
プ
リ
ス
ム
に
よ
っ
て
分
析
す
る
以
前
に
も
、
無
色
の
光
線
の
中
に

七
色
が
あ
っ
た
が
、
「
我
々
が
実
験
を
す
れ
ば
、
現
れ
る
」
（8

･ 438

）
と
い
う
意
味
で
有
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
例
で
あ
る
（
10
）

。
こ

の
事
例
を
手
掛
か
り
と
し
つ
つ
、
西
田
は
、
「
現
在
に
於
い
て
現
れ
る
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
有
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
、

ど
こ
ま
で
も
無
か
っ
た
も
の
で
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
新
た
な
る
も
の
で
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
（8

･ 576

）
と
述
べ
る
。
こ
れ
を
潜
在･

顕
現
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
引
用
文
前
半
は
、
潜
在
が
顕
現
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
り
、
後
半
は
、
「
無
か
ら
有
が
生
ず

る
」
（8

･ 438

）
と
換
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
潜
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
現
れ
る
と
い
う
事
態
で
あ
っ
て
、

こ
の
引
用
文
か
ら
、
西
田
が
、
事
物
の
出
現
に
は
、
両
側
面
が
あ
る
と
洞
察
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
洞
察
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
の
生
成
論
に
お
け
る
洞
察
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
同
論
文
に
お
い
て
、

西
田
は
、
事
物
の
始
ま
り
を
潜
在
の
顕
現
と
し
て
把
握
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
し
つ
つ
、
事
実
を
顕
現
と
な
す
い
か
な
る
潜
在
も
無
い
こ

と
を
主
張
し
て
い
た
。
後
期
哲
学
で
、
事
物
の
出
現
に
お
け
る
、
潜
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
現
れ
る
と
い
う
側
面
は
、
同
論
文
に
お

け
る
思
索
と
軌
を
一
に
す
る
と
言
え
る
が
、
後
期
哲
学
で
は
、
事
物
の
出
現
に
は
、
潜
在
が
顕
現
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
も
認
め

て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
見
す
る
と
、
西
田
は
か
つ
て
の
自
ら
の
洞
察
を
現
実
の
運
動
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
直
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
す
る
潜
在･

顕
現
図
式
を
、
現
実
の
運
動
の
他
の
側
面
と
し
て
認
め
、
両
側
面
の
並
行
的
一
致
を
主
張
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
右
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
速
断
で
あ
る
。
西
田
は
、
「
歴
史
的
現
実
は
…
弁
証
法
的
に
動
き
行
く
と
言
え
ば
、
潜
在
か

ら
顕
現
に
行
く
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
歴
史
的
現
実
と
は
…
い
つ
も
そ
の
進
行
に
於
い
て
エ
ネ
ル
ゲ
ー
ヤ
が
デ
ュ
ナ
ミ
ス

に
先
立
つ
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」( 8

･ 378-379
)

と
述
べ
て
い
る
。
現
実
を
潜
在
か
ら
顕
現
へ
の
運
動
と
し
て
捉
え
る
弁
証
法
と
し

て
、
西
田
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
む
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
西
田
が
主
張
す
る
の
は
、
潜
在
に
対
す
る
顕

現
の
「
先
行
性
」
で
あ
る
。
右
の
「
先
行
性
」
と
は
、
現
実
の
運
動
に
お
い
て
は
「
決
定
の
成
り
行
き
が
予
め
定
ま
っ
て
い
な
い
」( 8

･ 456
)

と
言
わ
れ
（
11
）

、
「
顕
現
か
ら
潜
在
が
考
え
ら
れ
る
」
（8

･ 441

）
と
い
う
主
旨
の
こ
と
が
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
す

る
な
ら
ば
（
12
）

、
何
が
潜
在
し
て
い
る
か
は
予
め
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
顕
現
し
た
後
に
、
顕
現
し
た
当
の
物
が
、
遡
及
的
に
過
去
に
投
影

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
顕
現
す
る
以
前
か
ら
潜
在
し
て
い
た
も
の
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

後
期
哲
学
に
お
い
て
、
西
田
は
、
事
物
の
出
現
に
は
、
顕
現
か
ら
潜
在
へ
と
い
う
側
面
と
、
そ
の
逆
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
、

後
者
の
側
面
と
し
て
、
た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
を
認
め
た
と
言
え
る
が
、
両
側
面
は
同
等
で
は
な
く
、
前
者
の
側
面
が
後
者
の
側
面

よ
り
先
行
す
る
と
洞
察
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
潜
在･

顕
現
図
式
を
、
顕
現
か
ら
事
後
的
に
成
立
す
る
、
現
実
の
運
動
の

二
次
的
性
格
と
し
て
定
位
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
事
実
を
決
定
す
る
潜
在
は
無
く
、
か
え
っ
て
事
実
が
潜
在
を
決
定
し
成
立
せ
し
め

る
と
捉
え
た
こ
と
に
お
い
て
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
の
時
期
の
思
索
を
進
展
さ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」

論
文
の
時
期
に
お
け
る
西
田
の
思
索
は
、
新
た
な
始
ま
り
を
基
礎
づ
け
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
期
の
潜
在･

顕
現
を
め

ぐ
る
思
索
は
、
新
た
な
事
物
を
生
み
出
す
、
現
実
の
「
創
造
性
」
の
基
礎
づ
け
と
い
う
性
格
を
有
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（
13
）

。

　

し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
種
々
の
洞
察
を
含
み
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
。
『
大
論
理
学
』
第
三
篇･

第
三
章
の
因
果
論
に
お
い
て

は
、
西
田
の
思
想
に
近
い
言
説
が
見
ら
れ
る
ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
同
所
で
展
開
し
た
思
想
が
西
田
の
思
想
と
同
主
旨
で
あ
る
か
検
討
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
所
で
、
例
え
ば
湿
気
の
原
因
を
雨
に
求
め
る
と
い
う
仕
方
で
、
因
果
関
係
は
、「
或
る
現
象
を
結
果
と
規
定
し
、

次
に
そ
の
結
果
を
理
解
し
説
明
す
る
た
め
に
、
結
果
か
ら
そ
の
原
因
に
遡
る
と
い
う
…
考
察
」( LII226

)

だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
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現
の
思
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に
お
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、
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が
し
ば
し
ば
論
及
し
、
自
ら
の
思
想
を
具
体
化
す
る
上
で
援
用
す
る

の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
物
理
学
者
ド
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・
ブ
ロ
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イ
（
一
八
九
二
―
一
九
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七
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が
そ
の
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作
『
物
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と
光
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（
一
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）
の
一
節
に
お

い
て
挙
げ
た
、
プ
リ
ズ
ム
の
事
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で
あ
る
。
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は
、
無
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の
光
線
を
プ
リ
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ム
に
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て
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す
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以
前
に
も
、
無
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の
光
線
の
中
に

七
色
が
あ
っ
た
が
、
「
我
々
が
実
験
を
す
れ
ば
、
現
れ
る
」
（8

･ 438

）
と
い
う
意
味
で
有
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
例
で
あ
る
（
10
）

。
こ

の
事
例
を
手
掛
か
り
と
し
つ
つ
、
西
田
は
、
「
現
在
に
於
い
て
現
れ
る
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
有
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
、

ど
こ
ま
で
も
無
か
っ
た
も
の
で
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
新
た
な
る
も
の
で
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
（8

･ 576

）
と
述
べ
る
。
こ
れ
を
潜
在･

顕
現
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
引
用
文
前
半
は
、
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在
が
顕
現
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
り
、
後
半
は
、
「
無
か
ら
有
が
生
ず
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」
（8

･ 438
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と
換
言
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こ
と
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事
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、
両
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が
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し
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る
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と
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知
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が
で
き
る
。

　

そ
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で
は
こ
の
洞
察
は
、
「
ヘ
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ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
の
生
成
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に
お
け
る
洞
察
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い
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な
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に
あ
る
の
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。
同
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に
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、

西
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は
、
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の
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、
事
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を
顕
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と
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も
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主
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て
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で
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出
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に
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、
潜
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な
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っ
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も
の
が
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れ
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と
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う
側
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は
、
同
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に
お

け
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思
索
と
軌
を
一
に
す
る
と
言
え
る
が
、
後
期
哲
学
で
は
、
事
物
の
出
現
に
は
、
潜
在
が
顕
現
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
も
認
め

て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
見
す
る
と
、
西
田
は
か
つ
て
の
自
ら
の
洞
察
を
現
実
の
運
動
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
直
し
、

ヘ
ー
ゲ
ル
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主
張
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る
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在･

顕
現
図
式
を
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実
の
運
動
の
他
の
側
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と
し
て
認
め
、
両
側
面
の
並
行
的
一
致
を
主
張
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
右
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
は
速
断
で
あ
る
。
西
田
は
、
「
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史
的
現
実
は
…
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法
的
に
動
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く
と
言
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ば
、
潜
在
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顕
現
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と
も
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ら
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る
で
あ
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う
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し
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史
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と
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…
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も
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進
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に
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て
エ
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ー
ヤ
が
デ
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に
先
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つ
と
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え
ら
れ
ね
ば
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ら
な
い
」( 8
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)

と
述
べ
て
い
る
。
現
実
を
潜
在
か
ら
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現
へ
の
運
動
と
し
て
捉
え
る
弁
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と
し
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、
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は
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で
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が
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で
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は
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在
に
対
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顕
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で
あ
る
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右
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は
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運
動
に
お
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て
は
「
決
定
の
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り
行
き
が
予
め
定
ま
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い
な
い
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･ 456
)

と
言
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（
11
）
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「
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現
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ら
潜
在
が
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れ
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」
（8
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）
と
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う
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の
こ
と
が
繰
り
返
し
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こ
と
を
手
が
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り
と
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な
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ば
（
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が
潜
在
し
て
い
る
か
は
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に
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と
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成
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

後
期
哲
学
に
お
い
て
、
西
田
は
、
事
物
の
出
現
に
は
、
顕
現
か
ら
潜
在
へ
と
い
う
側
面
と
、
そ
の
逆
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
、

後
者
の
側
面
と
し
て
、
た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
を
認
め
た
と
言
え
る
が
、
両
側
面
は
同
等
で
は
な
く
、
前
者
の
側
面
が
後
者
の
側
面

よ
り
先
行
す
る
と
洞
察
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
潜
在･

顕
現
図
式
を
、
顕
現
か
ら
事
後
的
に
成
立
す
る
、
現
実
の
運
動
の

二
次
的
性
格
と
し
て
定
位
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
事
実
を
決
定
す
る
潜
在
は
無
く
、
か
え
っ
て
事
実
が
潜
在
を
決
定
し
成
立
せ
し
め

る
と
捉
え
た
こ
と
に
お
い
て
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
の
時
期
の
思
索
を
進
展
さ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」

論
文
の
時
期
に
お
け
る
西
田
の
思
索
は
、
新
た
な
始
ま
り
を
基
礎
づ
け
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
期
の
潜
在･

顕
現
を
め

ぐ
る
思
索
は
、
新
た
な
事
物
を
生
み
出
す
、
現
実
の
「
創
造
性
」
の
基
礎
づ
け
と
い
う
性
格
を
有
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（
13
）

。

　

し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
種
々
の
洞
察
を
含
み
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
。
『
大
論
理
学
』
第
三
篇･

第
三
章
の
因
果
論
に
お
い
て

は
、
西
田
の
思
想
に
近
い
言
説
が
見
ら
れ
る
ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
同
所
で
展
開
し
た
思
想
が
西
田
の
思
想
と
同
主
旨
で
あ
る
か
検
討
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同
所
で
、
例
え
ば
湿
気
の
原
因
を
雨
に
求
め
る
と
い
う
仕
方
で
、
因
果
関
係
は
、「
或
る
現
象
を
結
果
と
規
定
し
、

次
に
そ
の
結
果
を
理
解
し
説
明
す
る
た
め
に
、
結
果
か
ら
そ
の
原
因
に
遡
る
と
い
う
…
考
察
」( LII226

)

だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
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一
見
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
西
田
と
同
様
、
顕
現
の
潜
在
に
対
す
る
先
行
性
を
洞
察
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
因
果
論
に
お
い
て
も
、
原
因
と
し
て
の
「
根
源
的
な
事
柄
」( EI297

)

が
、
単
な
る
「
可
能
性
」( ibid.)

と

し
て
の
自
己
を
揚
棄
し
、
自
己
を
自
己
自
身
に
対
す
る
「
現
実
性
」( ibid.)

と
し
て
定
立
し
た
も
の
が
「
結
果
」( ibid.)

で
あ
る
と
述
べ
（
14
）

、

右
の
事
態
は
、
原
因
と
し
て
の
「
根
源
的
な
事
柄
」
が
必
然
的
に
「
結
果
へ
移
り
込
ん
だ
」( ibid.)

だ
け
で
あ
る
ゆ
え
、
「
原
因
の
う
ち
に

な
い
内
容
は
結
果
の
う
ち
に
も
な
い
」( ibid.)

と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
実
性
論
と
同
様
、
因
果
論
の
根
本
基
調
を
成
す
の
も
、
潜
在･

顕
現
図
式
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
（
15
）

。
因
果
関
係
を
、
結
果
か
ら
原
因
へ
遡
及
す
る
考
察
だ
と
主
張
し
て
い
る
節
の
後
論
に
お

い
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
些
細
な
事
柄
が
大
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
「
そ
の
事
件
の
内
的
精
神
は
、
こ
の

よ
う
な
原
因
を
必
要
と
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
内
的
精
神
は
現
象
界
に
現
れ
て
、
自
己
を
公
開
し
、
啓
示
す
る
た
め

に
は
他
の
無
数
の
事
柄
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」( LII228

)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
内
的
精
神
」
と
は
、
原
因

と
し
て
の
「
根
源
的
な
事
柄
」
に
相
当
す
る
が
、
そ
の
内
的
精
神
に
と
っ
て
、
些
細
な
事
柄
は
、「
一
つ
の
機
縁 

( eine Veranlassung
)

」( ibid .)

、

あ
る
い
は
「
外
的
誘
因 

( äußere Erregung
)

」( ibid.)

に
す
ぎ
ず
、
内
的
精
神
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
「
機
縁
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
16
）

、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
潜
在
（
内
的
精
神
）
が
原
因
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
自
立
的
に
潜
在
し
て
お
り
、
諸
原

因
よ
り
も
存
在
上
、
優
位
に
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
の
よ
う
に
、
顕
現
か
ら
、
遡
及
し
て
、
内
的
精
神
（
潜

在
）
が
成
立
す
る
と
は
洞
察
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
顕
現
し
た
結
果
か
ら
そ
の
原
因
に
遡
る
と
言
う
の
は
、
我
々
の
認

識
の
順
序
に
関
し
て
の
み
で
あ
り
、
存
在
が
成
立
す
る
順
序
に
関
し
て
は
、
や
は
り
潜
在
が
先
行
す
る
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

顕
現
が
先
行
す
る
と
捉
え
る
西
田
の
洞
察
は
、
現
実
の
創
造
性
の
論
理
的
基
礎
づ
け
と
い
う
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
先
に
論
じ
た
が
、

西
田
の
洞
察
の
射
程
を
測
り
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
に
対
す
る
さ
ら
な
る
意
義
を
探
究
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
マ
イ
ケ
ル･

ダ
メ
ッ
ト
（M

ichael D
um

m
ett 1925-

）
の
提
示
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
取
り
上
げ
た
い
。
む
ろ
ん
ダ
メ
ッ
ト
は
主
と
し
て
戦
後
に
活
躍
し

た
哲
学
者
で
あ
り
、
同
事
例
を
挙
げ
た
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
六
四
年
で
あ
る
か
ら
、
西
田
自
身
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
の
で
は

あ
る
が
、
同
事
例
は
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
、
潜
在･

顕
現
を
め
ぐ
る
西
田
の
思
索
と
密
接
な
連
関
を
有
す
る
。
ダ
メ
ッ
ト
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
と
は
、
或
る
人
が
ラ
ジ
オ
で
、「
（
そ
の
人
の
息
子
が
乗
っ
て
い
る
）
飛
行
機
が
、
二
時
間
前
に
墜
落
し
た
（
17
）

、
生
存
者
は
僅
か
で
あ
る
」

と
聞
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
、
自
分
の
息
子
が
生
存
者
た
ち
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
祈
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
然
な
こ
と
で

は
あ
る
が
（
18
）

、
そ
の
時
点
で
、
息
子
は
死
ん
だ
か
、
助
か
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
も
し
死
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
祈
り
は
無
意
味

で
あ
り
、
も
し
助
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
祈
り
は
余
計
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
祈
り
は
無
意
味
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
19
）

。
ダ

メ
ッ
ト
は
、
そ
の
人
が
（
例
え
ば
遺
体
を
確
認
す
る
等
し
て
）
一
た
び
息
子
の
生
死
を
確
認
す
れ
ば
、
息
子
が
死
な
な
か
っ
た
こ
と
を
祈

り
続
け
た
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
も
付
言
し
て
い
る
。

　

こ
の
事
例
を
潜
在･

顕
現
と
い
う
観
点
か
ら
把
え
直
す
な
ら
ば
、
ラ
ジ
オ
を
聞
い
た
時
点
で
、
息
子
は
死
ん
だ
か
、
助
か
っ
た
か
い
ず

れ
か
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
顕
現
（
生
死
確
認
）
す
る
以
前
に
す
で
に
潜
在
（
生
ま
た
は
死
）
が
決
ま
っ
て
お
り
、
潜
在
が
先
行
す
る

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
息
子
が
助
か
っ
た
こ
と
を
祈
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
潜
在
が
後
行
す
る
と
い
う
西
田
の
洞
察
か
ら
す
れ
ば
、
生
死
確
認
す
る
以
前
に
は
、
生
ま
た
は
死
の
い
ず
れ
と
も
決

ま
っ
て
お
ら
ず
、
確
認
し
て
み
て
初
め
て
、
確
認
さ
れ
た
当
の
事
態
（
生
ま
た
は
死
）
が
、
確
認
す
る
以
前
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
も
の
と

し
て
成
立
す
る
ゆ
え
、
事
故
後
で
あ
っ
て
も
、
生
死
確
認
が
な
さ
れ
る
以
前
に
は
、
助
か
っ
た
こ
と
を
祈
る
余
地
が
あ
り
、
祈
る
行
為
を

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ダ
メ
ッ
ト
が
提
示
し
た
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
遡
及
的
祈
り
は
、
潜
在
が
先
行
す
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
を
以

っ
て
し
て
は
不
可
解
で
あ
り
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
顕
現
が
先
行
す
る
と
い
う
西
田
の
洞
察
に
よ
っ
て
の
み
根
拠
づ
け
る
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
射
程
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
遡
及
的
な
祈
り
の
事
例
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
で
は
な
く
、
西
田
の
洞
察
の
方
こ
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一
見
す
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
西
田
と
同
様
、
顕
現
の
潜
在
に
対
す
る
先
行
性
を
洞
察
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
因
果
論
に
お
い
て
も
、
原
因
と
し
て
の
「
根
源
的
な
事
柄
」( EI297

)

が
、
単
な
る
「
可
能
性
」( ibid.)

と

し
て
の
自
己
を
揚
棄
し
、
自
己
を
自
己
自
身
に
対
す
る
「
現
実
性
」( ibid.)

と
し
て
定
立
し
た
も
の
が
「
結
果
」( ibid.)

で
あ
る
と
述
べ
（
14
）

、

右
の
事
態
は
、
原
因
と
し
て
の
「
根
源
的
な
事
柄
」
が
必
然
的
に
「
結
果
へ
移
り
込
ん
だ
」( ibid.)

だ
け
で
あ
る
ゆ
え
、
「
原
因
の
う
ち
に

な
い
内
容
は
結
果
の
う
ち
に
も
な
い
」( ibid.)

と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
実
性
論
と
同
様
、
因
果
論
の
根
本
基
調
を
成
す
の
も
、
潜
在･

顕
現
図
式
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
（
15
）

。
因
果
関
係
を
、
結
果
か
ら
原
因
へ
遡
及
す
る
考
察
だ
と
主
張
し
て
い
る
節
の
後
論
に
お

い
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
些
細
な
事
柄
が
大
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
「
そ
の
事
件
の
内
的
精
神
は
、
こ
の

よ
う
な
原
因
を
必
要
と
は
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
内
的
精
神
は
現
象
界
に
現
れ
て
、
自
己
を
公
開
し
、
啓
示
す
る
た
め

に
は
他
の
無
数
の
事
柄
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」( LII228

)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
内
的
精
神
」
と
は
、
原
因

と
し
て
の
「
根
源
的
な
事
柄
」
に
相
当
す
る
が
、
そ
の
内
的
精
神
に
と
っ
て
、
些
細
な
事
柄
は
、「
一
つ
の
機
縁 

( eine Veranlassung
)

」( ibid .)

、

あ
る
い
は
「
外
的
誘
因 

( äußere Erregung
)

」( ibid.)

に
す
ぎ
ず
、
内
的
精
神
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
「
機
縁
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
16
）

、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
潜
在
（
内
的
精
神
）
が
原
因
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
自
立
的
に
潜
在
し
て
お
り
、
諸
原

因
よ
り
も
存
在
上
、
優
位
に
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
田
の
よ
う
に
、
顕
現
か
ら
、
遡
及
し
て
、
内
的
精
神
（
潜

在
）
が
成
立
す
る
と
は
洞
察
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
顕
現
し
た
結
果
か
ら
そ
の
原
因
に
遡
る
と
言
う
の
は
、
我
々
の
認

識
の
順
序
に
関
し
て
の
み
で
あ
り
、
存
在
が
成
立
す
る
順
序
に
関
し
て
は
、
や
は
り
潜
在
が
先
行
す
る
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

顕
現
が
先
行
す
る
と
捉
え
る
西
田
の
洞
察
は
、
現
実
の
創
造
性
の
論
理
的
基
礎
づ
け
と
い
う
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
先
に
論
じ
た
が
、

西
田
の
洞
察
の
射
程
を
測
り
つ
つ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
に
対
す
る
さ
ら
な
る
意
義
を
探
究
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
マ
イ
ケ
ル･

ダ
メ
ッ
ト
（M

ichael D
um

m
ett 1925-

）
の
提
示
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
取
り
上
げ
た
い
。
む
ろ
ん
ダ
メ
ッ
ト
は
主
と
し
て
戦
後
に
活
躍
し

た
哲
学
者
で
あ
り
、
同
事
例
を
挙
げ
た
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
六
四
年
で
あ
る
か
ら
、
西
田
自
身
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
の
で
は

あ
る
が
、
同
事
例
は
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
、
潜
在･

顕
現
を
め
ぐ
る
西
田
の
思
索
と
密
接
な
連
関
を
有
す
る
。
ダ
メ
ッ
ト
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
と
は
、
或
る
人
が
ラ
ジ
オ
で
、「
（
そ
の
人
の
息
子
が
乗
っ
て
い
る
）
飛
行
機
が
、
二
時
間
前
に
墜
落
し
た
（
17
）

、
生
存
者
は
僅
か
で
あ
る
」

と
聞
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
、
自
分
の
息
子
が
生
存
者
た
ち
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
祈
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
然
な
こ
と
で

は
あ
る
が
（
18
）

、
そ
の
時
点
で
、
息
子
は
死
ん
だ
か
、
助
か
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
も
し
死
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
祈
り
は
無
意
味

で
あ
り
、
も
し
助
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
祈
り
は
余
計
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
祈
り
は
無
意
味
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
19
）

。
ダ

メ
ッ
ト
は
、
そ
の
人
が
（
例
え
ば
遺
体
を
確
認
す
る
等
し
て
）
一
た
び
息
子
の
生
死
を
確
認
す
れ
ば
、
息
子
が
死
な
な
か
っ
た
こ
と
を
祈

り
続
け
た
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
も
付
言
し
て
い
る
。

　

こ
の
事
例
を
潜
在･

顕
現
と
い
う
観
点
か
ら
把
え
直
す
な
ら
ば
、
ラ
ジ
オ
を
聞
い
た
時
点
で
、
息
子
は
死
ん
だ
か
、
助
か
っ
た
か
い
ず

れ
か
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
顕
現
（
生
死
確
認
）
す
る
以
前
に
す
で
に
潜
在
（
生
ま
た
は
死
）
が
決
ま
っ
て
お
り
、
潜
在
が
先
行
す
る

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
息
子
が
助
か
っ
た
こ
と
を
祈
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
潜
在
が
後
行
す
る
と
い
う
西
田
の
洞
察
か
ら
す
れ
ば
、
生
死
確
認
す
る
以
前
に
は
、
生
ま
た
は
死
の
い
ず
れ
と
も
決

ま
っ
て
お
ら
ず
、
確
認
し
て
み
て
初
め
て
、
確
認
さ
れ
た
当
の
事
態
（
生
ま
た
は
死
）
が
、
確
認
す
る
以
前
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
も
の
と

し
て
成
立
す
る
ゆ
え
、
事
故
後
で
あ
っ
て
も
、
生
死
確
認
が
な
さ
れ
る
以
前
に
は
、
助
か
っ
た
こ
と
を
祈
る
余
地
が
あ
り
、
祈
る
行
為
を

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ダ
メ
ッ
ト
が
提
示
し
た
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
遡
及
的
祈
り
は
、
潜
在
が
先
行
す
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
を
以

っ
て
し
て
は
不
可
解
で
あ
り
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
顕
現
が
先
行
す
る
と
い
う
西
田
の
洞
察
に
よ
っ
て
の
み
根
拠
づ
け
る
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
射
程
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
遡
及
的
な
祈
り
の
事
例
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
で
は
な
く
、
西
田
の
洞
察
の
方
こ
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そ
現
実
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
遡
及
的
な
祈
り
を
す
る
時
、
我
々
は
、
西
田
の
論
理
を
身
を
以
て
証
示
す
る
の
だ
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　

三　

人
間
の
行
為
に
お
け
る
潜
在･

顕
現
（
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
）

　

以
上
、
現
実
一
般
の
運
動
を
め
ぐ
る
二
人
の
思
索
を
、
潜
在･

顕
現
と
い
う
観
点
か
ら
突
き
合
せ
て
き
た
が
、
序
文
で
予
告
し
た
よ
う
に
、

以
下
で
は
、
と
り
わ
け
人
間
の
行
為
に
焦
点
を
当
て
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
に
お
い
て
、
潜
在･

顕
現
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
解
明
し
、

西
田
の
批
判
お
よ
び
後
期
哲
学
が
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

　

ま
ず
行
為
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
に
お
い
て
、
潜
在･

顕
現
に
関
わ
る
の
は
、『
哲
学
史
』
講
義
の
序
論
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
「
発

展
」( Entw

icklung
)

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
発
展
の
事
例
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
挙
げ
る
の
は
、
子
供
は
理
性
的
な
こ
と
を
為
し
得
な
い
し
、

理
性
的
な
意
識
を
も
た
な
い
が
、
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
、
理
性
を
素
質
の
形
で
、
あ
る
い
は
可
能
性
と
し
て
も
っ
て
お
り
、
そ
の
理

性
が
彼
に
自
覚
的
と
な
り( für ihn
)
( G

PI40
)

、
「
対
象
」( ibid .)

的
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
現
実
性
」( ibid.)

を
も
つ
に
至
る
、
と
い

う
事
例
で
あ
る
。
こ
の
事
例
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
発
展
と
は
、「
素
質( A

nlage)

」( G
PI39

)

、「dynam
is

〔
可
能
態
〕
」

( ibid.)

の
状
態
に
あ
る
も
の
が
、
「
現
実
性
」( ibid.)

、
「energeia

〔
現
実
態
〕
」( ibid.)

の
状
態
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
（
20
）

、
何
か
新
し

い
内
容
が
出
て
来
る
の
で
は
な
く
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
、
或
る
事
柄
の
「
形
式
」( G

PI40
)

上
の
変
化
に
過
ぎ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

発
展
は
、
人
間
に
お
け
る
理
性
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
悟
性
、
想
像
、
意
志
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
ば
か
り
か( G

PI39
)

、
生
命
や
意

識
の
全
現
象
な
ど
、
全
て
の
も
の
に
と
っ
て
の
「
唯
一
の
真
理
」( G

PI39
)

で
あ
り
、
世
界
史
の
発
展
で
さ
え
、
上
記
の
形
式
上
の
区
別

に
帰
着
す
る
（
21
）

。
こ
の
洞
察
は
、
む
ろ
ん
人
間
の
行
為
を
も
射
程
に
入
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
の
行

為
も
潜
在
か
ら
顕
現
へ
の
形
式
上
の
変
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

『
哲
学
史
』
講
義
の
序
論
に
お
け
る
思
索
は
、
人
間
の
行
為
を
直
接
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
直
接
取
り
上
げ
て
、
潜

在･

顕
現
の
観
点
か
ら
語
っ
た
の
は
、
「
小
論
理
学
」
の
現
実
性
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
は
た
ら
き 

( Tätigkeit)

」( EI293
)

が
「
人

間
」( ibid.)

の
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
上
で
、
「
は
た
ら
き
は
…
事
柄
が
そ
の
中
で
即
自
的
に
存
在
し
て
い
る
諸
条
件
か
ら
そ
の
事
柄

を
出
し
て
来
、
そ
し
て
諸
条
件
が
も
つ
と
こ
ろ
の
現
存
の
揚
棄
に
よ
っ
て
事
柄
に
現
存
を
与
え
る
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
」( ibid.)

と
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
22
）

、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
人
間
の
行
為
を
、
あ
る
事
柄
を
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
形
式
上
転
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
把

握
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
が
、
さ
ら
に
敷
衍
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
精
神
現
象
学
』
の

（C）
Ⅴ
の
「
C
即
自
か
つ
対
自
的

に
実
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
個
体
性
」( P292

)

と
題
さ
れ
た
節
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
個
体
性
が
自
ら
の
形
態
を

表
現
し
よ
う
と
す
る
場
面
が
、
「
日
の
明
る
み 

( der Tag
)

」( P293
)

と
し
て
規
定
さ
れ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
行
為

す
る
と
言
っ
て
も
、
何
も
の
を
も
変
更
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
何
も
の
に
刃
向
か
っ
て
行
く
の
で
も
な
い
。
行
為
す
る
と
い
う
の
は
、

見・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ら
れ
な
い
状
態
か
ら
見
ら
れ
る
状
態
に
移
す
こ
と
と
い
う
全・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

く
の
形
式
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
う
し
て
日
の
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
て

表
現
さ
れ
る
内
容
も
、
こ
の
行
為
が
す
で
に
即
自
的
に
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
よ
り
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」( ibid.)

。
引
用
文
中
傍

点
を
付
し
た
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
か
ら
、「
小
論
理
学
」
に
お
い
て
と
同
様
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
行
為
を
、
あ
る
内
容
を
潜
在
か
ら
顕
現
へ
と
「
形

式
」
上
、
推
移
せ
し
め
る
こ
と
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
に
お
い
て
西
田
が
批
判
し
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
始
ま
り
の
事
例
は
、
事
物
一
般
の
始
ま
り
を
主
題
に
し
た
も
の

で
あ
り
、
人
間
の
行
為
を
も
射
程
に
入
れ
得
る
も
の
で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
直
接
的
に
は
、
人
間
の
行
為
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
代
え
て
提
示
し
た
西
田
の
生
成
論
は
、
潜
在
な
き
生
起
と
し
て
、
自
ず
か
ら
起
こ
る
事
実
が
成
立
し
、
そ
こ
に
主
体
の
目

覚
め
が
有
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
勝
義
に
お
い
て
は
人
間
の
行
為
に
主
眼
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ゆ
え
、
事
物
一
般
の
始

ま
り
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
と
は
問
題
と
す
る
場
面
が
異
な
り
、
厳
密
に
は
噛
み
合
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
以
上
解
明
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そ
現
実
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
遡
及
的
な
祈
り
を
す
る
時
、
我
々
は
、
西
田
の
論
理
を
身
を
以
て
証
示
す
る
の
だ
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　

三　

人
間
の
行
為
に
お
け
る
潜
在･

顕
現
（
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
）

　

以
上
、
現
実
一
般
の
運
動
を
め
ぐ
る
二
人
の
思
索
を
、
潜
在･

顕
現
と
い
う
観
点
か
ら
突
き
合
せ
て
き
た
が
、
序
文
で
予
告
し
た
よ
う
に
、

以
下
で
は
、
と
り
わ
け
人
間
の
行
為
に
焦
点
を
当
て
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
に
お
い
て
、
潜
在･

顕
現
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
解
明
し
、

西
田
の
批
判
お
よ
び
後
期
哲
学
が
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

　

ま
ず
行
為
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
索
に
お
い
て
、
潜
在･

顕
現
に
関
わ
る
の
は
、『
哲
学
史
』
講
義
の
序
論
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
「
発

展
」( Entw

icklung
)

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
発
展
の
事
例
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
挙
げ
る
の
は
、
子
供
は
理
性
的
な
こ
と
を
為
し
得
な
い
し
、

理
性
的
な
意
識
を
も
た
な
い
が
、
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
、
理
性
を
素
質
の
形
で
、
あ
る
い
は
可
能
性
と
し
て
も
っ
て
お
り
、
そ
の
理

性
が
彼
に
自
覚
的
と
な
り( für ihn

)
( G

PI40
)

、
「
対
象
」( ibid .)

的
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
現
実
性
」( ibid.)

を
も
つ
に
至
る
、
と
い

う
事
例
で
あ
る
。
こ
の
事
例
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
発
展
と
は
、「
素
質( A

nlage)

」( G
PI39

)

、「dynam
is

〔
可
能
態
〕
」

( ibid.)

の
状
態
に
あ
る
も
の
が
、
「
現
実
性
」( ibid.)

、
「energeia

〔
現
実
態
〕
」( ibid.)

の
状
態
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
（
20
）

、
何
か
新
し

い
内
容
が
出
て
来
る
の
で
は
な
く
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
、
或
る
事
柄
の
「
形
式
」( G

PI40
)

上
の
変
化
に
過
ぎ
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

発
展
は
、
人
間
に
お
け
る
理
性
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
悟
性
、
想
像
、
意
志
に
関
し
て
も
妥
当
す
る
ば
か
り
か( G

PI39
)

、
生
命
や
意

識
の
全
現
象
な
ど
、
全
て
の
も
の
に
と
っ
て
の
「
唯
一
の
真
理
」( G

PI39
)

で
あ
り
、
世
界
史
の
発
展
で
さ
え
、
上
記
の
形
式
上
の
区
別

に
帰
着
す
る
（
21
）

。
こ
の
洞
察
は
、
む
ろ
ん
人
間
の
行
為
を
も
射
程
に
入
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
の
行

為
も
潜
在
か
ら
顕
現
へ
の
形
式
上
の
変
化
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

『
哲
学
史
』
講
義
の
序
論
に
お
け
る
思
索
は
、
人
間
の
行
為
を
直
接
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
直
接
取
り
上
げ
て
、
潜

在･

顕
現
の
観
点
か
ら
語
っ
た
の
は
、
「
小
論
理
学
」
の
現
実
性
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
は
た
ら
き 

( Tätigkeit)

」( EI293
)

が
「
人

間
」( ibid.)
の
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
上
で
、
「
は
た
ら
き
は
…
事
柄
が
そ
の
中
で
即
自
的
に
存
在
し
て
い
る
諸
条
件
か
ら
そ
の
事
柄

を
出
し
て
来
、
そ
し
て
諸
条
件
が
も
つ
と
こ
ろ
の
現
存
の
揚
棄
に
よ
っ
て
事
柄
に
現
存
を
与
え
る
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
」( ibid.)

と
言

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
22
）

、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
人
間
の
行
為
を
、
あ
る
事
柄
を
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
形
式
上
転
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
把

握
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
が
、
さ
ら
に
敷
衍
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
精
神
現
象
学
』
の

（C）
Ⅴ
の
「
C
即
自
か
つ
対
自
的

に
実
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
個
体
性
」( P292

)

と
題
さ
れ
た
節
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
個
体
性
が
自
ら
の
形
態
を

表
現
し
よ
う
と
す
る
場
面
が
、
「
日
の
明
る
み 

( der Tag
)

」( P293
)

と
し
て
規
定
さ
れ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
行
為

す
る
と
言
っ
て
も
、
何
も
の
を
も
変
更
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
何
も
の
に
刃
向
か
っ
て
行
く
の
で
も
な
い
。
行
為
す
る
と
い
う
の
は
、

見・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ら
れ
な
い
状
態
か
ら
見
ら
れ
る
状
態
に
移
す
こ
と
と
い
う
全・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

く
の
形
式
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
う
し
て
日
の
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
て

表
現
さ
れ
る
内
容
も
、
こ
の
行
為
が
す
で
に
即
自
的
に
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
よ
り
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」( ibid.)

。
引
用
文
中
傍

点
を
付
し
た
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
か
ら
、「
小
論
理
学
」
に
お
い
て
と
同
様
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
行
為
を
、
あ
る
内
容
を
潜
在
か
ら
顕
現
へ
と
「
形

式
」
上
、
推
移
せ
し
め
る
こ
と
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
に
お
い
て
西
田
が
批
判
し
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
始
ま
り
の
事
例
は
、
事
物
一
般
の
始
ま
り
を
主
題
に
し
た
も
の

で
あ
り
、
人
間
の
行
為
を
も
射
程
に
入
れ
得
る
も
の
で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
直
接
的
に
は
、
人
間
の
行
為
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
代
え
て
提
示
し
た
西
田
の
生
成
論
は
、
潜
在
な
き
生
起
と
し
て
、
自
ず
か
ら
起
こ
る
事
実
が
成
立
し
、
そ
こ
に
主
体
の
目

覚
め
が
有
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
勝
義
に
お
い
て
は
人
間
の
行
為
に
主
眼
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ゆ
え
、
事
物
一
般
の
始

ま
り
に
関
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
と
は
問
題
と
す
る
場
面
が
異
な
り
、
厳
密
に
は
噛
み
合
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
以
上
解
明
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し
た
よ
う
に
、
西
田
が
批
判
し
た
当
該
箇
所
を
超
え
て
、
よ
り
広
く
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
見
た
場
合
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
の
行
為
に
関

し
て
も
、
潜
在･

顕
現
図
式
で
以
っ
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
は
西
田
の
生
成
論
は
正
し
く
批
判
的
意
義
を
有
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
ま
ず
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

四　

人
間
の
行
為
に
お
け
る
潜
在･

顕
現
（
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
）

　

西
田
研
究
者
の
間
で
は
周
知
の
よ
う
に
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
（
一
九
三
一
年
）
以
降
、
い
わ
ゆ
る
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
、

物
を
作
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
（
制
作
）
と
い
う
形
で
、
行
為
が
主
要
な
主
題
と
な
る
。
先
に
論
及
し
た
よ
う
に
、『
哲
学
論
文
集 

第
二
』（
一
九
三
七

年
）
の
時
期
頃
か
ら
、
現
実
の
世
界
の
運
動
の
構
造
に
関
し
て
、
潜
在･

顕
現
と
い
う
概
念
枠
組
み
で
以
っ
て
、
し
ば
し
ば
論
及
が
な
さ
れ

る
に
至
っ
た
の
だ
が
、
同
時
期
に
は
、
行
為
に
関
し
て
も
、
潜
在･

顕
現
と
い
う
概
念
枠
組
み
か
ら
の
論
及
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、

後
期
哲
学
に
お
け
る
行
為
の
思
索
に
お
い
て
、
潜
在･

顕
現
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
解
明
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
さ
ら
な
る
意
義

を
探
究
し
た
い
。

　

ま
ず
想
起
す
べ
き
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
プ
リ
ズ
ム
の
事
例
で
あ
る
。
同
事
例
を
通
し
て
西
田
が
言
わ
ん
と
し
た
の
は
、
現
実
の
運
動
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
無
か
っ
た
新
し
い
物
（
七
色
の
光
線
）
の
出
現
が
先
行
し
、
事
後
的
に
、
現
れ
た
当
の
物
が
す
で
に
有
っ
た
も
の
と

し
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
現
実
は
、
人
間
が
何
も
為
さ
な
く
と
も
、
右
の
よ
う
に
自
動
的
に
運
動
し
て
行
く
の
で
は
な

い
。
我
々
が
着
目
す
べ
き
は
、
無
色
の
光
線
の
中
に
七
色
の
光
線
が
潜
在
し
て
い
た
の
は
、
「
我
々
が
実
験
を
す
れ
ば
、
現
れ
る
」
と
い
う

意
味
に
お
い
て
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
実
験
」
に
は
、
む
ろ
ん
人
間
の
行
為
の
関
与
が
あ
る
ゆ
え
、
潜
在
し
て
い
な
か
っ
た

も
の
を
現
わ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
人
間
の
行
為
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
こ
と
は
、
人
間
が
物
を
作
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
（
制
作
）
の
場
面
に
お
い
て
よ
り
明
瞭
に
な
る
。
西
田
が
、
制
作
を
、
潜
在･

顕
現

に
言
及
し
つ
つ
語
っ
た
も
の
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
創
造
的
進
化
』
で
挙
げ
た
画
家
の
事
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
完
成
し
た
肖
像
画
は
、

モ
デ
ル
の
容
貌
や
、
画
家
の
性
格
、
パ
レ
ッ
ト
の
う
え
の
絵
具
か
ら
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
事
前
に
い
か
に
知
っ
て
い
よ
う

と
も
、
肖
像
画
の
出
来
ば
え
を
予
見
す
る
こ
と
は
、
当
の
画
家
に
も
、
誰
に
も
で
き
な
い
よ
う
に
（
23
）

、
我
々
も
生
の
各
瞬
間
の
作
者
で
あ
り
、

各
瞬
間
は
一
種
の
創
造
で
あ
っ
て
、
予
見
不
可
能
だ
と
い
う
事
例
で
あ
る
（
24
）

。
こ
の
事
例
は
、
絵
が
出
来
る
以
前
に
、
い
か
な
る
絵
に

な
る
か
は
未
だ
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
実
地
に
制
作
し
て
み
て
始
め
て
決
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
を
西
田
は
、
芸
術
的
制
作
の

み
な
ら
ず
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
行
為
の
本
質
と
し
て
捉
え
て
い
る
ゆ
え
、
西
田
は
、
人
間
の
行
為
を
、
す
で
に
潜
在
的
に
決
ま
っ
て

い
る
事
物
を
現
実
化
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
潜
在
的
に
決
ま
っ
て
い
な
い
事
物
を
実
地
に
臨
ん
で
決
め
て
ゆ
く
主
導
性
と
創
造
性

を
有
す
る
も
の
と
し
て
洞
察
し
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
種
々
の
洞
察
を
含
み
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
。
先
に
解
明
し
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
行

為
を
潜
在
か
ら
顕
現
へ
の
形
式
的
推
移
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
だ
が
、
他
方
で
は
、
『
精
神
現
象
学
』
の
一
節
に
お
い
て
、
西
田
が
援
用
し

た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
画
家
の
事
例
と
類
似
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
ゆ
え
、
同
所
で
は
、
西
田
と
同
様
、
行
為
に
お
け
る
顕
現
の
先
行
性
を

洞
察
し
て
い
る
か
否
か
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
所
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
行
為
の
「
目
的
」( P296

)

の
「
唯
一
の
内
容
」( ibid.)

は
、

各
個
体
性
の
「
本
質
」( ibid.)

で
あ
る
「
特
殊
的
な
能
力
や
才
能
や
性
格
」( ibid.)

を
現
実
化
す
る
こ
と
だ
と
捉
え
て
い
る
（
25
）

。
そ
れ

ら
は
、
意
識
が
「
行
動
」
に
よ
っ
て
現
実
化
し
終
え
た
時
、
初
め
て
意
識
に
対
す
る
も
の
と
な
る
（
26
）

。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

「
意
識
は
自
分
が
即
自
的
に
な
ん
で
あ
る
か
を
自
分
の
現
実
か
ら
知
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
体
は
行
為
に
よ
っ
て
己
れ
を
現
実
に
も
た
ら
し

た
後
で
な
い
と
、
己
れ
の
な
ん
で
あ
る
か
を
知
り
え
な
い
」( P297

)
 

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
個
体
の
本
質
で
あ
る
、
才
能
や
性

格
等
は
現
実
に
発
揮
さ
れ
顕
現
し
た
後
、
始
め
て
知
ら
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
た
し
か
に
顕
現
の
潜
在
に
対
す
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し
た
よ
う
に
、
西
田
が
批
判
し
た
当
該
箇
所
を
超
え
て
、
よ
り
広
く
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
見
た
場
合
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
の
行
為
に
関

し
て
も
、
潜
在･

顕
現
図
式
で
以
っ
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
は
西
田
の
生
成
論
は
正
し
く
批
判
的
意
義
を
有
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
ま
ず
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　

四　

人
間
の
行
為
に
お
け
る
潜
在･

顕
現
（
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
）

　

西
田
研
究
者
の
間
で
は
周
知
の
よ
う
に
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
（
一
九
三
一
年
）
以
降
、
い
わ
ゆ
る
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
、

物
を
作
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
（
制
作
）
と
い
う
形
で
、
行
為
が
主
要
な
主
題
と
な
る
。
先
に
論
及
し
た
よ
う
に
、『
哲
学
論
文
集 

第
二
』（
一
九
三
七

年
）
の
時
期
頃
か
ら
、
現
実
の
世
界
の
運
動
の
構
造
に
関
し
て
、
潜
在･

顕
現
と
い
う
概
念
枠
組
み
で
以
っ
て
、
し
ば
し
ば
論
及
が
な
さ
れ

る
に
至
っ
た
の
だ
が
、
同
時
期
に
は
、
行
為
に
関
し
て
も
、
潜
在･

顕
現
と
い
う
概
念
枠
組
み
か
ら
の
論
及
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、

後
期
哲
学
に
お
け
る
行
為
の
思
索
に
お
い
て
、
潜
在･

顕
現
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
解
明
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
さ
ら
な
る
意
義

を
探
究
し
た
い
。

　

ま
ず
想
起
す
べ
き
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
プ
リ
ズ
ム
の
事
例
で
あ
る
。
同
事
例
を
通
し
て
西
田
が
言
わ
ん
と
し
た
の
は
、
現
実
の
運
動
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
無
か
っ
た
新
し
い
物
（
七
色
の
光
線
）
の
出
現
が
先
行
し
、
事
後
的
に
、
現
れ
た
当
の
物
が
す
で
に
有
っ
た
も
の
と

し
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
現
実
は
、
人
間
が
何
も
為
さ
な
く
と
も
、
右
の
よ
う
に
自
動
的
に
運
動
し
て
行
く
の
で
は
な

い
。
我
々
が
着
目
す
べ
き
は
、
無
色
の
光
線
の
中
に
七
色
の
光
線
が
潜
在
し
て
い
た
の
は
、
「
我
々
が
実
験
を
す
れ
ば
、
現
れ
る
」
と
い
う

意
味
に
お
い
て
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
実
験
」
に
は
、
む
ろ
ん
人
間
の
行
為
の
関
与
が
あ
る
ゆ
え
、
潜
在
し
て
い
な
か
っ
た

も
の
を
現
わ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
人
間
の
行
為
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
こ
と
は
、
人
間
が
物
を
作
る
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
（
制
作
）
の
場
面
に
お
い
て
よ
り
明
瞭
に
な
る
。
西
田
が
、
制
作
を
、
潜
在･

顕
現

に
言
及
し
つ
つ
語
っ
た
も
の
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
創
造
的
進
化
』
で
挙
げ
た
画
家
の
事
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
完
成
し
た
肖
像
画
は
、

モ
デ
ル
の
容
貌
や
、
画
家
の
性
格
、
パ
レ
ッ
ト
の
う
え
の
絵
具
か
ら
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
事
前
に
い
か
に
知
っ
て
い
よ
う

と
も
、
肖
像
画
の
出
来
ば
え
を
予
見
す
る
こ
と
は
、
当
の
画
家
に
も
、
誰
に
も
で
き
な
い
よ
う
に
（
23
）

、
我
々
も
生
の
各
瞬
間
の
作
者
で
あ
り
、

各
瞬
間
は
一
種
の
創
造
で
あ
っ
て
、
予
見
不
可
能
だ
と
い
う
事
例
で
あ
る
（
24
）

。
こ
の
事
例
は
、
絵
が
出
来
る
以
前
に
、
い
か
な
る
絵
に

な
る
か
は
未
だ
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
実
地
に
制
作
し
て
み
て
始
め
て
決
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
を
西
田
は
、
芸
術
的
制
作
の

み
な
ら
ず
、
現
実
の
世
界
に
お
け
る
行
為
の
本
質
と
し
て
捉
え
て
い
る
ゆ
え
、
西
田
は
、
人
間
の
行
為
を
、
す
で
に
潜
在
的
に
決
ま
っ
て

い
る
事
物
を
現
実
化
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
潜
在
的
に
決
ま
っ
て
い
な
い
事
物
を
実
地
に
臨
ん
で
決
め
て
ゆ
く
主
導
性
と
創
造
性

を
有
す
る
も
の
と
し
て
洞
察
し
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
種
々
の
洞
察
を
含
み
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
。
先
に
解
明
し
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
行

為
を
潜
在
か
ら
顕
現
へ
の
形
式
的
推
移
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
だ
が
、
他
方
で
は
、
『
精
神
現
象
学
』
の
一
節
に
お
い
て
、
西
田
が
援
用
し

た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
画
家
の
事
例
と
類
似
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
ゆ
え
、
同
所
で
は
、
西
田
と
同
様
、
行
為
に
お
け
る
顕
現
の
先
行
性
を

洞
察
し
て
い
る
か
否
か
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
所
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
行
為
の
「
目
的
」( P296

)

の
「
唯
一
の
内
容
」( ibid.)

は
、

各
個
体
性
の
「
本
質
」( ibid.)

で
あ
る
「
特
殊
的
な
能
力
や
才
能
や
性
格
」( ibid.)

を
現
実
化
す
る
こ
と
だ
と
捉
え
て
い
る
（
25
）

。
そ
れ

ら
は
、
意
識
が
「
行
動
」
に
よ
っ
て
現
実
化
し
終
え
た
時
、
初
め
て
意
識
に
対
す
る
も
の
と
な
る
（
26
）

。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

「
意
識
は
自
分
が
即
自
的
に
な
ん
で
あ
る
か
を
自
分
の
現
実
か
ら
知
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
体
は
行
為
に
よ
っ
て
己
れ
を
現
実
に
も
た
ら
し

た
後
で
な
い
と
、
己
れ
の
な
ん
で
あ
る
か
を
知
り
え
な
い
」( P297

)
 

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
個
体
の
本
質
で
あ
る
、
才
能
や
性

格
等
は
現
実
に
発
揮
さ
れ
顕
現
し
た
後
、
始
め
て
知
ら
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
た
し
か
に
顕
現
の
潜
在
に
対
す
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。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ゆ
え
に
ヘ
ー
ゲ
ル
も
同
所
で
は
、
西
田
と
同
じ
洞
察
を
し
て
い
る
と
見
な
す
の
は
速
断
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
二

つ
の
言
葉
が
出
て
く
る
段
落
の
始
め
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
こ
の
根
源
的
な
本
質
は
た

だ
単
に
目
的
の
内
容
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
即
自
的
に
は
現
実
で
も
あ
る
、
即
ち
普
通
に
は
行
為
の
与
え
ら
れ
た
素
材( Stoff)

と
し
て
、

前
に
見
出
さ
れ
た
現
実
で
あ
っ
て
、
行
為
す
る
こ
と
に
お
い
て
形
成
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
実
と
し
て
現
象
し
て
く
る
そ
の
現
実

で
も
あ
る
」( P296

)

。
引
用
文
中
、
「
根
源
的
な
本
質
」
と
は
、
個
体
の
「
本
質
」
と
し
て
の
「
能
力
や
才
能
や
性
格
」
を
言
い
換
え
た
語

で
あ
る
が
（
27
）

、
こ
の
言
葉
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
才
能
等
は
、
行
為
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
「
素
材
」( Stoff)

と
し
て
、
す
で
に
現

実
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
行
為
と
は
、
す
で
に
素
材
と

し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
才
能
等
を
、
「
表
現
せ
ら
れ
て
い
な
い
存
在
と
い
う
形
式
か
ら
表
現
せ
ら
れ
た
存
在
と
い
う
形
式
の
う
ち
へ
と
た
だ

全
く
移
す
だ
け
」( ibid.)

に
す
ぎ
な
い
（
28
）

。
さ
ら
に
、
同
節
の
後
論
に
お
い
て
、
個
体
の
行
為
の
結
果
生
ず
る
事
物
は
、
個
体
自
身
に
ほ

か
な
ら
ず
（
29
）

、
個
体
は
、
「
自
分
自
身
を
可
能
性
の
闇
か
ら
こ
の
可
能
性
を
現
在
す
る
昼
の
う
ち
に
、
抽
象
的
な
即
自
を
現
実
的
な
存
在

の
意
義
を
も
つ
も
の
に
単
に
移
す
に
す
ぎ
ぬ
」( P299

)
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
行
為
を
、
（
才
能
等
の
）
潜
在
か

ら
顕
現
へ
の
形
式
上
の
移
行
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
発
揮
さ
れ
顕
現
し
た
後
、

始
め
て
潜
在
し
て
い
た
才
能
が
知
ら
れ
る
と
い
う
先
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
は
、
個
体
が
自
ら
の
才
能
を
知
る
上
で
の
順
序
で
あ
り
、
存
在
の

順
序
と
し
て
は
、
潜
在
し
て
い
た
才
能
が
顕
現
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
潜
在
が
先
行
す
る
と
洞
察
し
て
お
り
、
西
田
が
画
家
の
事
例
を
通
じ

て
主
張
し
た
よ
う
に
、
認
識
の
順
序
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
存
在
の
順
序
に
お
い
て
も
、
顕
現
が
先
行
す
る
と
洞
察
し
た
も
の
で
は
な
い

と
言
え
る
。

　

し
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
画
家
の
潜
在
す
る
才
能
や
性
格
の
顕
現
と
し
て
制
作
を
捉
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
存
す
る
。
後
期
西
田
哲

学
で
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
は
、
新
し
い
主
体
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
論
及
さ
れ
る
が
、
新
し
い
主
体
と
は
、
新
し
い
「
形
」
、

す
な
わ
ち
新
し
い
「
生
産
様
式
」
や
「
ス
タ
イ
ル
」
で
以
て
働
く
も
の
で
あ
る
。
も
し
仮
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
す
で
に
潜
在

す
る
才
能
が
発
揮
さ
れ
て
作
品
が
造
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
の
一
定
の
才
能
相
応
の
作
品
が
再
生
産
さ
れ
る
に
終
始
し
、

才
能
そ
の
も
の
が
発
展
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
し
て
や
新
し
い
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
。
画
家
が
自
ら
作
っ
た
作
品
か
ら
影

響
を
受
け
た
と
し
て
も
、
当
の
一
定
の
才
能
や
ス
タ
イ
ル
が
よ
り
確
固
た
る
も
の
と
な
る
の
み
で
あ
る
。

　

そ
の
点
に
つ
い
て
、
西
田
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
画
家
の
事
例
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
画
家
の
才
が
そ
の
作
其
者
に
よ
っ
て

形
成
せ
ら
れ
る
」( 2

･ 277
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
潜
在･

顕
現
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
画
家
が
作
品
を
制
作
す

る
以
前
に
、
出
来
上
が
る
作
品
相
応
の
才
能
が
、
す
で
に
潜
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
画
家
の
才
能
は
、
造
っ
た
作
品
か
ら
始
め
て
培

わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
芸
術
的
創
作
と
い
う
如
き
も
の
に
至
っ
て
は
、
造
ら
れ
た
も
の
が
造
る
も
の

を
変
じ
て
行
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
…
造
る
と
と
も
に
自
己
が
造
ら
れ
行
く
」( 7

･ 246
)

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
画
家
の
才
能
の
発
展
、
ま
し
て
や
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
出
現
は
、
潜
在
が
先
立
つ
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
を
以
て
し
て

は
成
立
し
得
ず
、
造
っ
た
作
品
相
応
の
才
能
や
ス
タ
イ
ル
が
創
ら
れ
て
行
く
と
い
う
仕
方
で
、
顕
現
が
先
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
可

能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
西
田
の
洞
察
は
、
主
体
の
才
能
の
発
展
、
お
よ
び
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
創
造
の
成
立
条
件
と
い
う
意
義
を
も
つ

と
言
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
見
す
る
と
、
行
為
に
関
す
る
西
田
の
洞
察
よ
り
も
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
の
方
が
妥
当
す
る
よ
う
に
見
え
る

事
例
が
あ
る
ゆ
え
、
最
後
に
同
事
例
を
取
り
上
げ
、
真
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
が
妥
当
す
る
か
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
事
例
と
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
自
身
が
『
精
神
現
象
学
』
VI 

A
の
「
ｂ
人
倫
的
行
動 

人
間
の
知
と
神
々
の
知 

罪
責
と
運
命
」( P342

)

と
題
さ
れ
た
節
に
お
い
て

挙
げ
る
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
物
語
で
あ
る
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
、
老
人
を
父
で
あ
る
と
は
知
ら
ず
に
殺
害
し
、
あ
る
国
の
先
王
の
未
亡
人
で
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ゆ
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に
ヘ
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ゲ
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も
同
所
で
は
、
西
田
と
同
じ
洞
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を
し
て
い
る
と
見
な
す
の
は
速
断
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
二

つ
の
言
葉
が
出
て
く
る
段
落
の
始
め
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
こ
の
根
源
的
な
本
質
は
た

だ
単
に
目
的
の
内
容
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
即
自
的
に
は
現
実
で
も
あ
る
、
即
ち
普
通
に
は
行
為
の
与
え
ら
れ
た
素
材( Stoff)

と
し
て
、

前
に
見
出
さ
れ
た
現
実
で
あ
っ
て
、
行
為
す
る
こ
と
に
お
い
て
形
成
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
実
と
し
て
現
象
し
て
く
る
そ
の
現
実

で
も
あ
る
」( P296

)

。
引
用
文
中
、
「
根
源
的
な
本
質
」
と
は
、
個
体
の
「
本
質
」
と
し
て
の
「
能
力
や
才
能
や
性
格
」
を
言
い
換
え
た
語

で
あ
る
が
（
27
）

、
こ
の
言
葉
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
才
能
等
は
、
行
為
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
「
素
材
」( Stoff)

と
し
て
、
す
で
に
現

実
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
行
為
と
は
、
す
で
に
素
材
と

し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
才
能
等
を
、
「
表
現
せ
ら
れ
て
い
な
い
存
在
と
い
う
形
式
か
ら
表
現
せ
ら
れ
た
存
在
と
い
う
形
式
の
う
ち
へ
と
た
だ

全
く
移
す
だ
け
」( ibid.)

に
す
ぎ
な
い
（
28
）

。
さ
ら
に
、
同
節
の
後
論
に
お
い
て
、
個
体
の
行
為
の
結
果
生
ず
る
事
物
は
、
個
体
自
身
に
ほ

か
な
ら
ず
（
29
）

、
個
体
は
、
「
自
分
自
身
を
可
能
性
の
闇
か
ら
こ
の
可
能
性
を
現
在
す
る
昼
の
う
ち
に
、
抽
象
的
な
即
自
を
現
実
的
な
存
在

の
意
義
を
も
つ
も
の
に
単
に
移
す
に
す
ぎ
ぬ
」( P299

)

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
行
為
を
、
（
才
能
等
の
）
潜
在
か

ら
顕
現
へ
の
形
式
上
の
移
行
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
発
揮
さ
れ
顕
現
し
た
後
、

始
め
て
潜
在
し
て
い
た
才
能
が
知
ら
れ
る
と
い
う
先
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
は
、
個
体
が
自
ら
の
才
能
を
知
る
上
で
の
順
序
で
あ
り
、
存
在
の

順
序
と
し
て
は
、
潜
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し
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た
才
能
が
顕
現
す
る
と
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仕
方
で
、
潜
在
が
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行
す
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と
洞
察
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て
お
り
、
西
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が
画
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の
事
例
を
通
じ

て
主
張
し
た
よ
う
に
、
認
識
の
順
序
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
存
在
の
順
序
に
お
い
て
も
、
顕
現
が
先
行
す
る
と
洞
察
し
た
も
の
で
は
な
い

と
言
え
る
。

　

し
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
画
家
の
潜
在
す
る
才
能
や
性
格
の
顕
現
と
し
て
制
作
を
捉
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
存
す
る
。
後
期
西
田
哲

学
で
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
は
、
新
し
い
主
体
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
論
及
さ
れ
る
が
、
新
し
い
主
体
と
は
、
新
し
い
「
形
」
、

す
な
わ
ち
新
し
い
「
生
産
様
式
」
や
「
ス
タ
イ
ル
」
で
以
て
働
く
も
の
で
あ
る
。
も
し
仮
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
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よ
う
に
、
す
で
に
潜
在

す
る
才
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が
発
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れ
て
作
品
が
造
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る
の
み
で
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っ
た
と
す
れ
ば
、
当
の
一
定
の
才
能
相
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の
作
品
が
再
生
産
さ
れ
る
に
終
始
し
、

才
能
そ
の
も
の
が
発
展
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
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や
新
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い
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
。
画
家
が
自
ら
作
っ
た
作
品
か
ら
影

響
を
受
け
た
と
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て
も
、
当
の
一
定
の
才
能
や
ス
タ
イ
ル
が
よ
り
確
固
た
る
も
の
と
な
る
の
み
で
あ
る
。

　

そ
の
点
に
つ
い
て
、
西
田
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
画
家
の
事
例
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
画
家
の
才
が
そ
の
作
其
者
に
よ
っ
て

形
成
せ
ら
れ
る
」( 2

･ 277
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
潜
在･

顕
現
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
画
家
が
作
品
を
制
作
す

る
以
前
に
、
出
来
上
が
る
作
品
相
応
の
才
能
が
、
す
で
に
潜
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
画
家
の
才
能
は
、
造
っ
た
作
品
か
ら
始
め
て
培

わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
芸
術
的
創
作
と
い
う
如
き
も
の
に
至
っ
て
は
、
造
ら
れ
た
も
の
が
造
る
も
の

を
変
じ
て
行
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
…
造
る
と
と
も
に
自
己
が
造
ら
れ
行
く
」( 7

･ 246
)

と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
画
家
の
才
能
の
発
展
、
ま
し
て
や
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
出
現
は
、
潜
在
が
先
立
つ
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
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は
成
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し
得
ず
、
造
っ
た
作
品
相
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才
能
や
ス
タ
イ
ル
が
創
ら
れ
て
行
く
と
い
う
仕
方
で
、
顕
現
が
先
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
可

能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
西
田
の
洞
察
は
、
主
体
の
才
能
の
発
展
、
お
よ
び
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
創
造
の
成
立
条
件
と
い
う
意
義
を
も
つ

と
言
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
見
す
る
と
、
行
為
に
関
す
る
西
田
の
洞
察
よ
り
も
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
の
方
が
妥
当
す
る
よ
う
に
見
え
る

事
例
が
あ
る
ゆ
え
、
最
後
に
同
事
例
を
取
り
上
げ
、
真
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
が
妥
当
す
る
か
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
事
例
と
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
自
身
が
『
精
神
現
象
学
』
VI 

A
の
「
ｂ
人
倫
的
行
動 

人
間
の
知
と
神
々
の
知 

罪
責
と
運
命
」( P342

)

と
題
さ
れ
た
節
に
お
い
て

挙
げ
る
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
物
語
で
あ
る
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
、
老
人
を
父
で
あ
る
と
は
知
ら
ず
に
殺
害
し
、
あ
る
国
の
先
王
の
未
亡
人
で



八
一

八
〇

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
射
程[

熊
谷]

あ
る
王
妃
を
母
で
あ
る
と
は
知
ら
ず
に
妻
と
す
る
。
そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
知
ら
な
い
他
方
の
側
面
（
老
人
が
父
で
あ
り
、

妻
が
母
で
あ
る
と
い
う
側
面
）
を
、
現
実
が
自
ら
の
う
ち
に
隠
し
て
お
く
こ
と
だ
と
捉
え
、
「
光
を
厭
う
て
隠
れ
る
威
力
」( P347

)

が
「
待

ち
伏
せ
」( ibid.)

し
て
お
り
、
や
が
て
隠
れ
て
い
た
側
面
が
「
白
日
」( P348

)

の
も
と
に
歩
み
出
る
こ
と
に
喩
え
て
い
る
（
30
）

。
そ
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
行
為
と
は
動
か
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
動
か
し
、
ま
だ
や
っ
と
可
能
性
の
う
ち
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
取
り
出

し
、
こ
う
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
非
存
在
を
存
在
に
結
び
つ
け
る
」( P347

)
 

こ
と
だ
と
述
べ
て
い

る
。
引
用
文
冒
頭
の
「
行
為
」
と
は
、
直
接
的
に
は
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
が
、
先
王
を
殺
害
し
た
下
手
人
（
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
自
身
）
を
突
き

止
め
る
べ
く
、
先
王
の
殺
害
現
場
の
唯
一
の
生
き
証
人
で
あ
る
家
来
を
召
喚
し
（
31
）

、
事
の
真
相
を
問
い
質
し
た
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら

れ
る
（
32
）

。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
事
の
真
相
が
す
べ
て
明
る
み
と
な
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
右
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
行
為
は
、
顕

現
に
先
立
っ
て
す
で
に
潜
在
し
て
い
る
事
の
真
相
を
顕
現
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
西
田
の
洞
察
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
の
方
が
妥

当
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
老
人
が
父
で
あ
り
、
妻
が
母
で
あ
る
と
い
う
他
方
の
側
面
が
、
顕
現
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を

知
り
得
る
の
は
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
物
語
の
事
の
顚
末
を
知
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
行
為
を
、
す
で
に
潜

在
し
て
い
る
真
実
を
顕
現
せ
し
め
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
物
語
の
一
部
始
終
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
問
題
と
な

る
の
は
、
我
々
が
現
実
に
お
い
て
右
の
立
場
に
立
て
る
か
否
か
で
あ
る
。
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
我
々
は
世
界
の
外
か
ら
世
界
を
知

る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
中
か
ら
世
界
を
知
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
世
界
が
自
ら
を
映
す
一
観
点
で
あ
る
こ
と
が
、
く
り
返
し
言
わ
れ
る
。「
一

観
点
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
我
々
の
世
界
認
識
に
は
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
性
が
あ
り
、
物
語
を
読
了
後
の
読
者
の
よ
う
に
、
完

結
し
た
全
体
を
、
外
か
ら
、
か
つ
全
体
的
に
俯
瞰
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
顕
現
に
先
行
し
て
潜
在
が
あ
る
と
言
い
得
る
立
場
に
は
立
て
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
し
か
に
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
行
為
に
関
し
て
は
、
我
々
は
、
完
結
し
た
物
語
の
全
体
を
知
る
立
場
に
立
て
る
ゆ
え
、
そ

の
立
場
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
し
た
よ
う
に
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
行
為
は
、
顕
現
に
先
立
っ
て
潜
在
し
て
い
る
事
の
真
相
を
顕
現
さ
せ

た
に
す
ぎ
な
い
と
言
い
得
る
が
、
現
実
の
我
々
の
行
為
に
関
し
て
は
、
完
結
し
た
全
体
を
知
る
立
場
に
立
て
な
い
ゆ
え
、
顕
現
し
た
後
、

初
め
て
、
そ
れ
が
顕
現
す
る
以
前
か
ら
潜
在
し
て
い
た
も
の
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
西
田
の
論
理
が
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

結
論

　

「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
に
お
い
て
、
西
田
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
を
以
っ
て
し
て
は
、
す
で
に
潜
在
し
て
い
る
も
の
が
顕
現
す
る
に

す
ぎ
ず
、
新
た
に
「
始
ま
る
」
こ
と
が
成
立
し
え
な
い
と
批
判
し
た
が
、
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
お
け
る
始
ま
り
の
事
例
の
位
置

づ
け
を
誤
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
西
田
が
批
判
し
た
当

該
箇
所
を
超
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
よ
り
広
く
視
野
に
入
れ
た
場
合
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
小
論
理
学
」
現
実
性
論
や
因
果
論
、
お
よ
び

『
大
論
理
学
』
現
実
性
論
に
お
い
て
、
内
的
本
質
が
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
と
定
立
さ
れ
る
こ
と
を
、
現
実
の
運
動
の
プ
ロ
セ
ス
全
般
の
核

心
を
な
す
構
造
と
し
て
洞
察
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
潜
在･

顕
現
図
式
の
論
理
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
ゆ
え
、
西
田
に
よ
る
潜
在･

顕
現
図
式
批
判
が
妥
当
す
る
と
言
え
る
。

　

西
田
は
後
期
哲
学
に
お
い
て
、
現
実
の
運
動
に
は
、
顕
現
し
た
も
の
が
潜
在
す
る
と
い
う
側
面
の
み
な
ら
ず
、
潜
在
が
顕
現
す
る
と
い

う
側
面
が
存
す
る
こ
と
を
も
認
め
る
に
至
っ
た
。
後
者
の
側
面
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
潜
在･

顕
現
図
式
を
現
実
の
運
動
の
一
側
面

と
し
て
位
置
づ
け
た
の
だ
が
、
前
者
の
側
面
の
先
行
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
と
軌
を
一
に
し
、
新

た
な
物
を
生
み
出
す
現
実
の
創
造
性
を
基
礎
づ
け
た
と
言
え
る
。

　

次
い
で
我
々
は
特
に
行
為
に
焦
点
を
当
て
て
、
広
い
視
野
か
ら
二
人
の
思
索
を
突
き
合
わ
せ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
は
、
事
物
一
般
を



八
一

八
〇

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
射
程[

熊
谷]

あ
る
王
妃
を
母
で
あ
る
と
は
知
ら
ず
に
妻
と
す
る
。
そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
知
ら
な
い
他
方
の
側
面
（
老
人
が
父
で
あ
り
、

妻
が
母
で
あ
る
と
い
う
側
面
）
を
、
現
実
が
自
ら
の
う
ち
に
隠
し
て
お
く
こ
と
だ
と
捉
え
、
「
光
を
厭
う
て
隠
れ
る
威
力
」( P347

)

が
「
待

ち
伏
せ
」( ibid.)

し
て
お
り
、
や
が
て
隠
れ
て
い
た
側
面
が
「
白
日
」( P348

)

の
も
と
に
歩
み
出
る
こ
と
に
喩
え
て
い
る
（
30
）

。
そ
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
行
為
と
は
動
か
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
動
か
し
、
ま
だ
や
っ
と
可
能
性
の
う
ち
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
取
り
出

し
、
こ
う
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
非
存
在
を
存
在
に
結
び
つ
け
る
」( P347

)
 

こ
と
だ
と
述
べ
て
い

る
。
引
用
文
冒
頭
の
「
行
為
」
と
は
、
直
接
的
に
は
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
が
、
先
王
を
殺
害
し
た
下
手
人
（
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
自
身
）
を
突
き

止
め
る
べ
く
、
先
王
の
殺
害
現
場
の
唯
一
の
生
き
証
人
で
あ
る
家
来
を
召
喚
し
（
31
）

、
事
の
真
相
を
問
い
質
し
た
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら

れ
る
（
32
）

。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
事
の
真
相
が
す
べ
て
明
る
み
と
な
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
右
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
行
為
は
、
顕

現
に
先
立
っ
て
す
で
に
潜
在
し
て
い
る
事
の
真
相
を
顕
現
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
西
田
の
洞
察
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
の
方
が
妥

当
す
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
老
人
が
父
で
あ
り
、
妻
が
母
で
あ
る
と
い
う
他
方
の
側
面
が
、
顕
現
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を

知
り
得
る
の
は
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
物
語
の
事
の
顚
末
を
知
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
行
為
を
、
す
で
に
潜

在
し
て
い
る
真
実
を
顕
現
せ
し
め
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
物
語
の
一
部
始
終
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
問
題
と
な

る
の
は
、
我
々
が
現
実
に
お
い
て
右
の
立
場
に
立
て
る
か
否
か
で
あ
る
。
後
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
我
々
は
世
界
の
外
か
ら
世
界
を
知

る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
中
か
ら
世
界
を
知
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
世
界
が
自
ら
を
映
す
一
観
点
で
あ
る
こ
と
が
、
く
り
返
し
言
わ
れ
る
。「
一

観
点
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
我
々
の
世
界
認
識
に
は
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
性
が
あ
り
、
物
語
を
読
了
後
の
読
者
の
よ
う
に
、
完

結
し
た
全
体
を
、
外
か
ら
、
か
つ
全
体
的
に
俯
瞰
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
顕
現
に
先
行
し
て
潜
在
が
あ
る
と
言
い
得
る
立
場
に
は
立
て
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
し
か
に
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
行
為
に
関
し
て
は
、
我
々
は
、
完
結
し
た
物
語
の
全
体
を
知
る
立
場
に
立
て
る
ゆ
え
、
そ

の
立
場
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
し
た
よ
う
に
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
行
為
は
、
顕
現
に
先
立
っ
て
潜
在
し
て
い
る
事
の
真
相
を
顕
現
さ
せ

た
に
す
ぎ
な
い
と
言
い
得
る
が
、
現
実
の
我
々
の
行
為
に
関
し
て
は
、
完
結
し
た
全
体
を
知
る
立
場
に
立
て
な
い
ゆ
え
、
顕
現
し
た
後
、

初
め
て
、
そ
れ
が
顕
現
す
る
以
前
か
ら
潜
在
し
て
い
た
も
の
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
西
田
の
論
理
が
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

結
論

　

「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
に
お
い
て
、
西
田
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
を
以
っ
て
し
て
は
、
す
で
に
潜
在
し
て
い
る
も
の
が
顕
現
す
る
に

す
ぎ
ず
、
新
た
に
「
始
ま
る
」
こ
と
が
成
立
し
え
な
い
と
批
判
し
た
が
、
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
お
け
る
始
ま
り
の
事
例
の
位
置

づ
け
を
誤
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
西
田
が
批
判
し
た
当

該
箇
所
を
超
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
よ
り
広
く
視
野
に
入
れ
た
場
合
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
小
論
理
学
」
現
実
性
論
や
因
果
論
、
お
よ
び

『
大
論
理
学
』
現
実
性
論
に
お
い
て
、
内
的
本
質
が
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
と
定
立
さ
れ
る
こ
と
を
、
現
実
の
運
動
の
プ
ロ
セ
ス
全
般
の
核

心
を
な
す
構
造
と
し
て
洞
察
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
潜
在･

顕
現
図
式
の
論
理
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
ゆ
え
、
西
田
に
よ
る
潜
在･

顕
現
図
式
批
判
が
妥
当
す
る
と
言
え
る
。

　

西
田
は
後
期
哲
学
に
お
い
て
、
現
実
の
運
動
に
は
、
顕
現
し
た
も
の
が
潜
在
す
る
と
い
う
側
面
の
み
な
ら
ず
、
潜
在
が
顕
現
す
る
と
い

う
側
面
が
存
す
る
こ
と
を
も
認
め
る
に
至
っ
た
。
後
者
の
側
面
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
潜
在･

顕
現
図
式
を
現
実
の
運
動
の
一
側
面

と
し
て
位
置
づ
け
た
の
だ
が
、
前
者
の
側
面
の
先
行
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
と
軌
を
一
に
し
、
新

た
な
物
を
生
み
出
す
現
実
の
創
造
性
を
基
礎
づ
け
た
と
言
え
る
。

　

次
い
で
我
々
は
特
に
行
為
に
焦
点
を
当
て
て
、
広
い
視
野
か
ら
二
人
の
思
索
を
突
き
合
わ
せ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
は
、
事
物
一
般
を



八
三

八
二

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
射
程[

熊
谷]

主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
人
間
の
行
為
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」

論
文
に
お
い
て
、
西
田
が
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
提
示
し
た
、
潜
在
な
き
生
起
と
し
て
、
自
ず
か
ら
起
こ
る
事
実
が
成

立
し
、
そ
こ
に
行
為
的
主
体
の
目
覚
め
が
有
る
と
い
う
生
成
論
は
、
勝
義
に
お
い
て
は
人
間
の
行
為
に
照
準
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た

ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
と
は
、
厳
密
に
は
問
題
と
す
る
場
面
が
噛
み
合
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
広
く
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
見
た

場
合
、
「
小
論
理
学
」
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
の
働
き
を
、
諸
条
件
の
う
ち
に
可
能
性
と
し
て
あ
る
本
質
を
ひ
き
出
し
、
本
質
に
現
実

性
を
与
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
も
、
行
為
を
、
個
体
の
特
殊
な
才
能
や
性
格
を
、

可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
と
形
式
上
推
移
さ
せ
る
こ
と
だ
と
把
握
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
人
間
の
行
為
に
関
し
て
も
潜
在･

顕
現
図
式
的
に
よ
っ
て
把
握
し
て
い
る
と
言
え
る
ゆ
え
、
そ
れ
に
対
し
て
西
田
生
成
論
は
正
し
く
批
判
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

我
々
は
さ
ら
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
以
降
の
、
行
為
を
め
ぐ
る
西
田
の
思
索
の
展
開
を
取
り
上
げ
た
。
後
期
哲
学
に
お
い
て
、

西
田
は
、
プ
リ
ズ
ム
の
事
例
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
画
家
の
事
例
を
通
じ
て
、
人
間
の
行
為
を
、
潜
在
的
に
決
ま
っ
て
い
る
事
物
を
現
実
化
す

る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
潜
在
的
に
決
ま
っ
て
い
な
い
事
物
を
実
地
に
臨
ん
で
決
め
つ
つ
造
り
上
げ
て
行
く
、
主
導
性
と
創
造
性
を
有

す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
西
田
は
、
才
能
の
発
展
や
新
た
な
生
産
様
式
の
出
現
に
関
し
て
も
、
造
っ
た
物
か
ら
始
め
て
培
わ
れ
る

と
い
う
仕
方
で
、
顕
現
が
先
行
す
る
と
捉
え
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
潜
在
が
先
行
す
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
を
以
て
し
て
は
成
立
し

え
ず
射
程
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
顕
現
の
先
行
性
を
主
張
す
る
西
田
の
洞
察
は
、
新
た
な
事
物
を
生
み
出
す
現
実
の
運
動
の

創
造
性
を
基
礎
づ
け
る
論
理
で
あ
っ
た
が
、
行
為
に
お
い
て
も
、
行
為
の
所
産
と
し
て
新
た
な
事
物
を
生
み
出
す
の
み
な
ら
ず
、
行
為
主

体
自
身
の
才
能
の
発
展
と
、
行
為
の
生
産
様
式
自
体
の
創
出
と
が
可
能
に
な
る
成
立
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
論
理
的
に
基
礎
づ
け
る
意

義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
西
田
が
援
用
す
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
画
家
の
例
と
類
似
し
た
事
例
を
挙
げ
て
い
た
り
、
因
果
関
係
に
お
け
る
遡

及
性
を
洞
察
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
顕
現
の
先
行
性
は
、
認
識
の
順
序
に
お
け
る
先
行
性
で
あ
り
、
西
田
の
よ
う
に
、
存
在
の

順
序
に
お
い
て
も
顕
現
の
先
行
性
を
洞
察
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

本
稿
の
序
文
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
西
田
哲
学
の
独
自
性
を
疑
問
視
す
る
向
き
が
存
す
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
後
期
西

田
哲
学
は
、
現
実
の
運
動
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
主
張
し
た
潜
在
か
ら
顕
現
へ
と
い
う
側
面
の
み
な
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
着
眼
し
て
い
な
か

っ
た
、
顕
現
か
ら
潜
在
へ
と
い
う
側
面
が
存
す
る
こ
と
に
光
を
当
て
、
認
識
の
順
序
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
存
在
の
順
序
に
お
い
て
も
、

後
者
の
側
面
の
先
行
性
を
洞
察
し
つ
つ
、
両
側
面
の
関
係
を
論
理
化
し
、
現
実
の
運
動
お
よ
び
行
為
の
創
造
性
を
基
礎
づ
け
た
こ
と
に
お

い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
は
異
な
る
西
田
哲
学
の
独
自
性
が
存
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

凡
例

・
西
田
か
ら
の
引
用
は
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
―

一
九
八
九
年
）
を
用
い
、
引
用
文
末
尾
に
巻
数
と
頁
数
を
付
し
た
。

・
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
のSuhrkam

p

版
（
一
九
八
六
年
）
に
よ

り
、
引
用
文
末
尾
に
略
号
と
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
た
。

Enzyklopädie der philosophischen W
issenschaften I.

（
略
号EI

）
。

Enzyklopädie der philosophischen W
issenschaften II.

（
略
号EII

）
。

W
issenschaft der Logik II.

（
略
号LII

）
。

Vorlesungen über die G
eschichte der Philosophie I.

（
略
号G

PI

）
。

Phänom
enologie des G

eistes.

（
略
号P

）
。

訳
出
に
際
し
、
以
下
の
著
作
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
を
変
え
た
箇
所
も
あ
る
。

『
小
論
理
学
』
、
真
下
信
一･

宮
本
十
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。

『
ヘ
ー
ゲ
ル
大
論
理
学
』
上
巻
の
一･

中
巻
、
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
二
年
。

『
哲
学
史
』
上
巻
、
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。



八
三

八
二

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
射
程[

熊
谷]

主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
人
間
の
行
為
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」

論
文
に
お
い
て
、
西
田
が
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
を
批
判
す
る
か
た
ち
で
提
示
し
た
、
潜
在
な
き
生
起
と
し
て
、
自
ず
か
ら
起
こ
る
事
実
が
成

立
し
、
そ
こ
に
行
為
的
主
体
の
目
覚
め
が
有
る
と
い
う
生
成
論
は
、
勝
義
に
お
い
て
は
人
間
の
行
為
に
照
準
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た

ゆ
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
と
は
、
厳
密
に
は
問
題
と
す
る
場
面
が
噛
み
合
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
広
く
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
見
た

場
合
、
「
小
論
理
学
」
の
中
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
人
間
の
働
き
を
、
諸
条
件
の
う
ち
に
可
能
性
と
し
て
あ
る
本
質
を
ひ
き
出
し
、
本
質
に
現
実

性
を
与
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
も
、
行
為
を
、
個
体
の
特
殊
な
才
能
や
性
格
を
、

可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
と
形
式
上
推
移
さ
せ
る
こ
と
だ
と
把
握
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
人
間
の
行
為
に
関
し
て
も
潜
在･

顕
現
図
式
的
に
よ
っ
て
把
握
し
て
い
る
と
言
え
る
ゆ
え
、
そ
れ
に
対
し
て
西
田
生
成
論
は
正
し
く
批
判
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

我
々
は
さ
ら
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
」
論
文
以
降
の
、
行
為
を
め
ぐ
る
西
田
の
思
索
の
展
開
を
取
り
上
げ
た
。
後
期
哲
学
に
お
い
て
、

西
田
は
、
プ
リ
ズ
ム
の
事
例
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
画
家
の
事
例
を
通
じ
て
、
人
間
の
行
為
を
、
潜
在
的
に
決
ま
っ
て
い
る
事
物
を
現
実
化
す

る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
潜
在
的
に
決
ま
っ
て
い
な
い
事
物
を
実
地
に
臨
ん
で
決
め
つ
つ
造
り
上
げ
て
行
く
、
主
導
性
と
創
造
性
を
有

す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
西
田
は
、
才
能
の
発
展
や
新
た
な
生
産
様
式
の
出
現
に
関
し
て
も
、
造
っ
た
物
か
ら
始
め
て
培
わ
れ
る

と
い
う
仕
方
で
、
顕
現
が
先
行
す
る
と
捉
え
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
潜
在
が
先
行
す
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
を
以
て
し
て
は
成
立
し

え
ず
射
程
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
顕
現
の
先
行
性
を
主
張
す
る
西
田
の
洞
察
は
、
新
た
な
事
物
を
生
み
出
す
現
実
の
運
動
の

創
造
性
を
基
礎
づ
け
る
論
理
で
あ
っ
た
が
、
行
為
に
お
い
て
も
、
行
為
の
所
産
と
し
て
新
た
な
事
物
を
生
み
出
す
の
み
な
ら
ず
、
行
為
主

体
自
身
の
才
能
の
発
展
と
、
行
為
の
生
産
様
式
自
体
の
創
出
と
が
可
能
に
な
る
成
立
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
論
理
的
に
基
礎
づ
け
る
意

義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
し
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
西
田
が
援
用
す
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
画
家
の
例
と
類
似
し
た
事
例
を
挙
げ
て
い
た
り
、
因
果
関
係
に
お
け
る
遡

及
性
を
洞
察
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
顕
現
の
先
行
性
は
、
認
識
の
順
序
に
お
け
る
先
行
性
で
あ
り
、
西
田
の
よ
う
に
、
存
在
の

順
序
に
お
い
て
も
顕
現
の
先
行
性
を
洞
察
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

本
稿
の
序
文
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
西
田
哲
学
の
独
自
性
を
疑
問
視
す
る
向
き
が
存
す
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
後
期
西

田
哲
学
は
、
現
実
の
運
動
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
主
張
し
た
潜
在
か
ら
顕
現
へ
と
い
う
側
面
の
み
な
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
着
眼
し
て
い
な
か

っ
た
、
顕
現
か
ら
潜
在
へ
と
い
う
側
面
が
存
す
る
こ
と
に
光
を
当
て
、
認
識
の
順
序
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
存
在
の
順
序
に
お
い
て
も
、

後
者
の
側
面
の
先
行
性
を
洞
察
し
つ
つ
、
両
側
面
の
関
係
を
論
理
化
し
、
現
実
の
運
動
お
よ
び
行
為
の
創
造
性
を
基
礎
づ
け
た
こ
と
に
お

い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
は
異
な
る
西
田
哲
学
の
独
自
性
が
存
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

凡
例

・
西
田
か
ら
の
引
用
は
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
―

一
九
八
九
年
）
を
用
い
、
引
用
文
末
尾
に
巻
数
と
頁
数
を
付
し
た
。

・
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
のSuhrkam

p

版
（
一
九
八
六
年
）
に
よ

り
、
引
用
文
末
尾
に
略
号
と
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
た
。

Enzyklopädie der philosophischen W
issenschaften I.

（
略
号EI

）
。

Enzyklopädie der philosophischen W
issenschaften II.

（
略
号EII

）
。

W
issenschaft der Logik II.

（
略
号LII

）
。

Vorlesungen über die G
eschichte der Philosophie I.

（
略
号G

PI

）
。

Phänom
enologie des G

eistes.

（
略
号P

）
。

訳
出
に
際
し
、
以
下
の
著
作
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
を
変
え
た
箇
所
も
あ
る
。

『
小
論
理
学
』
、
真
下
信
一･

宮
本
十
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。

『
ヘ
ー
ゲ
ル
大
論
理
学
』
上
巻
の
一･

中
巻
、
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
二
年
。

『
哲
学
史
』
上
巻
、
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
。



八
五

八
四

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
射
程[

熊
谷]

『
精
神
の
現
象
学
』
上
巻･

下
巻
、
金
子
武
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
。

・
引
用
文
中
の
〔　

〕
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
り
、
引
用
文
中

の
傍
点
も
す
べ
て
引
用
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
内
実
と
そ
の
妥
当
性
お
よ
び
意

義
に
関
し
て
は
、
以
下
の
拙
稿
で
詳
論
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
「
「
存
在

と
無
の
同
一
」
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
哲
学
史
研

究
』
第
八
号
、
日
本
哲
学
史
研
究
室
編
、
二
〇
一
一
年
。

（
２
）
当
該
箇
所
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
直
接
的
な
諸
事
情
は

条
件
と
し
て
は
滅
び
去
る
が
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
事
柄
の
内
容
と
し
て
保

存
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
人
は
し
か
じ
か
の
諸
事
情
と
諸
条
件
か
ら
或
る
ま
っ

た
く
別
な
も
の
が
出
て
き
た
と
言
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
と
こ
ろ
の
必
然
性
を
盲
目
的
と
呼
ぶ
」( EI289

)

。

（
３
）
前
註
に
掲
げ
た
引
用
文
の
後
半
に
基
づ
く
。

（
４
）
当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
或
る
事
柄

の
諸
条
件
を
見
て
み
る
と
き
、
…
そ
の
よ
う
な
直
接
的
現
実
性
は
何
か
ま
っ

た
く
別
の
も
の
へ
の
萌
芽
を
自
身
の
内
に
含
む
の
で
あ
る
。
こ
の
別
な
も
の

は
当
初
は
単
に
一
つ
の
可
能
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
や
が
て
こ

の
形
式
は
自
己
を
揚
棄
し
て
現
実
へ
変
移
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ

る
こ
の
新
し
い
現
実
性
は
、
そ
れ
が
使
い
果
た
す
と
こ
ろ
の
直
接
的
現
実
性

自
身
の
内
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
事
物
の
或
る
ま
っ
た
く
別

な
姿
が
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
別
な
何
も
の
も
成
立
し
て
く
る
わ
け

で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
最
初
の
現
実
性
が
そ
れ
の
本
質
ど
お
り
に
定
立

さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
」
（EI287

）
。

（
５
）
本
文
中
に
掲
げ
た
引
用
文
に
続
け
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
「
こ
の
よ
う
で

あ
る
の
が
総
じ
て
現
実
性
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
」( EI288

)

と
述
べ
て
い
る

こ
と
に
基
づ
く
。

（
６
）
当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
或
る
事
物
の
可
能
性
を

構
成
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
現
実
性
は
、
こ
の
現
実
性
自
身
の
可
能
性
で
は
な

く
て
、
む
し
ろ
或
る
他
の
現
実
的
存
在
の
即
自
有
な
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実

性
は
、
そ
れ
自
身
止
揚
さ
る
べ
き
現
実
性
で
あ
っ
て
、
単
に
可
能
性
に
す
ぎ

な
い
も
の
と
し
て
の
可
能
性
で
あ
る
。
―
―
こ
の
意
味
で
、
実
在
的
可
能
性

は
諸
々
の
条
件
の
全
体
を
構
成
す
る
。
…
し
か
し
こ
の
現
実
性
は
即
自
有
で

あ
り
、
し
か
も
他
者
の
即
自
有
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己
に
復
帰
す
べ
き
も
の

だ
と
い
う
規
定
を
も
っ
て
い
る
」( LII209

)

。

（
７
）
前
註
に
掲
げ
た
引
用
文
、
お
よ
び
次
の
引
用
文
に
基
づ
く
。
「
こ
の
実

存
は
ま
た
可
能
性
、
或
い
は
即
自
有
と
し
て
も
規
定
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、

或
る
他
者
の
即
自
有
と
し
て
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
を
止
揚
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
即
自
有
も
止
揚
さ
れ
て
、
現
実
性
に
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

( LII210
)

。

（
８
）
同
節
に
お
い
て
、
「
或
る
事
物
の
す
べ
て
の
制
約
が
現
存
す
る
と
き
、

そ
の
事
物
は
実
存
と
な
る
。
事
物
は
そ
れ
が
実
存
す
る
以
前
に
も
有
る
」

( LII122
)

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
「
実
存
す
る
以
前
に
も
有
る
」
と
は
、
可
能

的
存
在
と
し
て
有
る
こ
と
を
意
味
す
る
ゆ
え
、
こ
の
言
葉
も
、
可
能
的
存
在

と
し
て
す
で
に
有
る
事
物
が
、
現
実
的
存
在
と
な
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
９
）
次
節
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
「
小
論
理
学
」
因
果
論
に
お
い
て
も
、

潜
在･

顕
現
図
式
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

(

10)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
プ
リ
ス
ム
に
よ
る
分
析

の
前
に
無
色
の
光
線
の
中
に
七
色
が
あ
っ
た
と
言
え
ば
、
あ
っ
た
、
し
か
し

そ
れ
は
我
々
が
実
験
を
す
れ
ば
、
現
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
あ
っ
た
の

で
あ
る
」
（8

･ 438

）
。

(

11)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
従
来
の
因
果
律
に
よ
っ

て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
潜
在
が
顕
現
に
先
立
ち
、
顕
現
と
否
と
に
関
せ
ず
、

物
が
潜
在
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
…
ヨ
ル
ダ
ン
は
、
量
子

力
学
に
お
い
て
…
…
自
然
そ
の
も
の
に
於
い
て
決
定
の
成
り
行
き
が
予
め
定

ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
…
。
ラ
プ
ラ
ス
の
精
神
と
い
う
も

の
が
あ
っ
て
も
、
予
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」( 8

･ 456
)

。

(

12)

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
「
潜
在
的
な
も
の
は
、
顕
現
的
な
も
の
の
反

映
で
あ
る
」( 8

･ 444
)

、「
無
色
の
光
線
の
中
に
七
色
の
光
線
が
あ
っ
た
か
、
有
っ

た
、
し
か
し
そ
れ
は
分
光
器
分
析
に
よ
っ
て
現
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

有
っ
た
の
で
あ
る
。
…
過
去
が
未
来
か
ら
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
」( 11

･ 128
)

と
言
わ
れ
て
い
る
。

(

13)

「
歴
史
的
実
在
界
と
い
う
の
は
、
す
で
に
有
っ
た
も
の
が
現
れ
る
と
い

う
の
で
は
な
く
し
て
、
創
造
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」( 8

･ 276
)

と
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
顕
現
の
先
行
性
を
説
く
西
田
の
洞
察
は
、
現
実
の
世

界
の
「
創
造
性
」
を
論
理
的
に
基
礎
づ
け
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
。

(

14)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
実
体
は
…
根
源
的
な

事
柄
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
同
様
に
、
そ
れ
は
…
自
己
の
た
ん
な
る
可
能



八
五

八
四

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
射
程[

熊
谷]

『
精
神
の
現
象
学
』
上
巻･

下
巻
、
金
子
武
蔵
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
。

・
引
用
文
中
の
〔　

〕
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
り
、
引
用
文
中

の
傍
点
も
す
べ
て
引
用
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
内
実
と
そ
の
妥
当
性
お
よ
び
意

義
に
関
し
て
は
、
以
下
の
拙
稿
で
詳
論
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
「
「
存
在

と
無
の
同
一
」
と
し
て
の
「
生
成
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
哲
学
史
研

究
』
第
八
号
、
日
本
哲
学
史
研
究
室
編
、
二
〇
一
一
年
。

（
２
）
当
該
箇
所
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
直
接
的
な
諸
事
情
は

条
件
と
し
て
は
滅
び
去
る
が
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
事
柄
の
内
容
と
し
て
保

存
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
人
は
し
か
じ
か
の
諸
事
情
と
諸
条
件
か
ら
或
る
ま
っ

た
く
別
な
も
の
が
出
て
き
た
と
言
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
と
こ
ろ
の
必
然
性
を
盲
目
的
と
呼
ぶ
」( EI289

)

。

（
３
）
前
註
に
掲
げ
た
引
用
文
の
後
半
に
基
づ
く
。

（
４
）
当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
或
る
事
柄

の
諸
条
件
を
見
て
み
る
と
き
、
…
そ
の
よ
う
な
直
接
的
現
実
性
は
何
か
ま
っ

た
く
別
の
も
の
へ
の
萌
芽
を
自
身
の
内
に
含
む
の
で
あ
る
。
こ
の
別
な
も
の

は
当
初
は
単
に
一
つ
の
可
能
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
や
が
て
こ

の
形
式
は
自
己
を
揚
棄
し
て
現
実
へ
変
移
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ

る
こ
の
新
し
い
現
実
性
は
、
そ
れ
が
使
い
果
た
す
と
こ
ろ
の
直
接
的
現
実
性

自
身
の
内
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
事
物
の
或
る
ま
っ
た
く
別

な
姿
が
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
別
な
何
も
の
も
成
立
し
て
く
る
わ
け

で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
最
初
の
現
実
性
が
そ
れ
の
本
質
ど
お
り
に
定
立

さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
」
（EI287

）
。

（
５
）
本
文
中
に
掲
げ
た
引
用
文
に
続
け
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
「
こ
の
よ
う
で

あ
る
の
が
総
じ
て
現
実
性
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
」( EI288

)

と
述
べ
て
い
る

こ
と
に
基
づ
く
。

（
６
）
当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
或
る
事
物
の
可
能
性
を

構
成
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
現
実
性
は
、
こ
の
現
実
性
自
身
の
可
能
性
で
は
な

く
て
、
む
し
ろ
或
る
他
の
現
実
的
存
在
の
即
自
有
な
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実

性
は
、
そ
れ
自
身
止
揚
さ
る
べ
き
現
実
性
で
あ
っ
て
、
単
に
可
能
性
に
す
ぎ

な
い
も
の
と
し
て
の
可
能
性
で
あ
る
。
―
―
こ
の
意
味
で
、
実
在
的
可
能
性

は
諸
々
の
条
件
の
全
体
を
構
成
す
る
。
…
し
か
し
こ
の
現
実
性
は
即
自
有
で

あ
り
、
し
か
も
他
者
の
即
自
有
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己
に
復
帰
す
べ
き
も
の

だ
と
い
う
規
定
を
も
っ
て
い
る
」( LII209

)

。

（
７
）
前
註
に
掲
げ
た
引
用
文
、
お
よ
び
次
の
引
用
文
に
基
づ
く
。
「
こ
の
実

存
は
ま
た
可
能
性
、
或
い
は
即
自
有
と
し
て
も
規
定
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、

或
る
他
者
の
即
自
有
と
し
て
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
を
止
揚
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
即
自
有
も
止
揚
さ
れ
て
、
現
実
性
に
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

( LII210
)

。

（
８
）
同
節
に
お
い
て
、
「
或
る
事
物
の
す
べ
て
の
制
約
が
現
存
す
る
と
き
、

そ
の
事
物
は
実
存
と
な
る
。
事
物
は
そ
れ
が
実
存
す
る
以
前
に
も
有
る
」

( LII122
)

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
「
実
存
す
る
以
前
に
も
有
る
」
と
は
、
可
能

的
存
在
と
し
て
有
る
こ
と
を
意
味
す
る
ゆ
え
、
こ
の
言
葉
も
、
可
能
的
存
在

と
し
て
す
で
に
有
る
事
物
が
、
現
実
的
存
在
と
な
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
９
）
次
節
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
「
小
論
理
学
」
因
果
論
に
お
い
て
も
、

潜
在･

顕
現
図
式
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

(

10)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
プ
リ
ス
ム
に
よ
る
分
析

の
前
に
無
色
の
光
線
の
中
に
七
色
が
あ
っ
た
と
言
え
ば
、
あ
っ
た
、
し
か
し

そ
れ
は
我
々
が
実
験
を
す
れ
ば
、
現
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
あ
っ
た
の

で
あ
る
」
（8

･ 438

）
。

(

11)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
従
来
の
因
果
律
に
よ
っ

て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
潜
在
が
顕
現
に
先
立
ち
、
顕
現
と
否
と
に
関
せ
ず
、

物
が
潜
在
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
…
ヨ
ル
ダ
ン
は
、
量
子

力
学
に
お
い
て
…
…
自
然
そ
の
も
の
に
於
い
て
決
定
の
成
り
行
き
が
予
め
定

ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
…
。
ラ
プ
ラ
ス
の
精
神
と
い
う
も

の
が
あ
っ
て
も
、
予
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」( 8

･ 456
)

。

(

12)

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
「
潜
在
的
な
も
の
は
、
顕
現
的
な
も
の
の
反

映
で
あ
る
」( 8

･ 444
)

、「
無
色
の
光
線
の
中
に
七
色
の
光
線
が
あ
っ
た
か
、
有
っ

た
、
し
か
し
そ
れ
は
分
光
器
分
析
に
よ
っ
て
現
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

有
っ
た
の
で
あ
る
。
…
過
去
が
未
来
か
ら
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
」( 11

･ 128
)

と
言
わ
れ
て
い
る
。

(

13)

「
歴
史
的
実
在
界
と
い
う
の
は
、
す
で
に
有
っ
た
も
の
が
現
れ
る
と
い

う
の
で
は
な
く
し
て
、
創
造
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」( 8

･ 276
)

と
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
顕
現
の
先
行
性
を
説
く
西
田
の
洞
察
は
、
現
実
の
世

界
の
「
創
造
性
」
を
論
理
的
に
基
礎
づ
け
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
。

(

14)
当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
実
体
は
…
根
源
的
な

事
柄
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
同
様
に
、
そ
れ
は
…
自
己
の
た
ん
な
る
可
能



八
七

八
六

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
射
程[

熊
谷]

性
を
揚
棄
し
、
自
己
を
自
己
自
身
に
た
い
す
る
否
定
的
な
も
の
と
し
て
定
立

し
、
こ
う
し
て
或
る
結
果
（W

irkung

）
を
も
た
ら
し
出
す
。
結
果
は
そ
う
い

う
わ
け
で
、
単
に
一
つ
の
定
立
さ
れ
た
現
実
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
し

か
し
は
た
ら
き
（W

irken

）
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
同
時
に
必
然
的
で
も
あ

る
よ
う
な
現
実
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
か
ぎ
り
実
体
は
原
因
で
あ
る
」

( EI297
)

。

(

15)

『
大
論
理
学
』
第
三
篇･

第
二
章
「
現
実
性
」
に
お
け
る
現
実
性
論
と
、

同
篇･

第
三
章
「
B
因
果
性
の
相
関
」
に
お
け
る
因
果
論
の
内
実
に
、
親
近

性
が
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
髙
山
守
『
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
む
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
三
年
、

二
四
四
頁
。

(

16)

当
該
箇
所
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
そ

れ
自
身
と
し
て
は
些
細
な
事
柄
や
偶
然
的
な
も
の
は
逆
に
内
的
精
神
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
そ
の
機
縁
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
」( LII228

)

。

(

17)

ダ
メ
ッ
ト
自
身
の
挙
げ
る
事
例
は
、
船
の
沈
没
事
故
で
あ
る
が
、
生

死
を
分
け
る
瞬
間
が
あ
っ
た
ほ
う
が
話
が
単
純
化
さ
れ
、
ダ
メ
ッ
ト
の
主
張

の
主
旨
を
把
握
し
や
す
く
な
る
た
め
、
本
稿
で
は
飛
行
機
事
故
に
置
き
換
え

た
。
（
置
き
換
え
た
理
由
に
関
し
て
は
述
べ
て
い
な
い
が
）
先
例
と
し
て
、
中

島
義
道
が
大
森
荘
蔵
と
の
対
談
の
な
か
で
、
や
は
り
飛
行
機
の
墜
落
事
故
に

置
き
換
え
て
い
る
。
大
森
荘
蔵
、
中
島
義
道
、
対
談
「
過
去
は
幻
か
」
『
現
代

思
想
』
青
土
社
、
一
九
九
三
年
、
七
五
頁
。

(

18)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
私
が
ラ
ジ
オ
で
、
二
時

間
前
大
西
洋
で
船
が
沈
没
し
た
、
生
存
者
は
僅
か
で
あ
る
、
と
聞
い
た
と
想

像
せ
よ
。
私
の
息
子
が
そ
の
船
に
乗
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
私
は
直
ち
に
、
か

れ
が
生
存
者
た
ち
の
中
に
い
る
よ
う
に
、
か
れ
が
溺
死
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、

と
祈
る
。
こ
れ
は
こ
の
世
で
も
っ
と
も
自
然
な
こ
と
で
あ
る
」
（335-336

）
。

ダ
メ
ッ
ト
か
ら
の
引
用
は
右
の
著
作
に
よ
り
、
引
用
文
末
尾
に
ペ
ー
ジ
数
の

み
を
記
し
た
。

M
ichael D

um
m

ett, Truth and O
ther Enigm

as, H
arvard U

niversity Press 

C
am

bridge, M
assachusetts, 1978.

訳
出
に
際
し
て
次
の
訳
書
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
を
変
え
た
箇
所
も
あ
る
。

マ
イ
ケ
ル
・
ダ
メ
ッ
ト
『
真
理
と
い
う
謎
』
藤
田
晋
吾
訳
、
勁
草
書
房
、

一
九
九
六
年
。

(
19)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
誰
か
が
私
に
こ
う
言
っ

た
と
せ
よ
。
「
あ
な
た
の
ご
子
息
は
溺
死
し
た
か
し
な
か
っ
た
か
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
。
も
し
溺
死
し
た
の
な
ら
ば
、
ど
う
見
て
も
あ
な
た
の
祈
り
は
か
な

え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
溺
死
し
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
あ
な
た
の
祈

り
は
余
計
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
あ
な
た
の
祈

り
は
的
外
れ
な
こ
と
な
の
で
す
」
（338

）
。

(

20)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
発
展
が
ど
う
い
う
も
の

で
あ
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
二
種
の
い
わ
ば
状
態
が
区
別
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
第
一
の
も
の
は
、
素
質( A

nlage)

、
能
力( Verm

ögen
)

、
私

流
に
言
っ
て
、
即
自
有
（potentia,dynam

is

）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
第
二
の
規
定
は
、
対
自
有
、
現
実
性
（actus,energeia

）
で
あ
る
」

( G
PI39

)

。
右
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
後
、
子
供
の
理
性
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
発
展
と
は
、
前
者
の
状
態
が
後
者
の

状
態
へ
到
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。

(

21)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
即
自
的
に
理
性
的
で
あ

る
人
間
は
そ
れ
が
対
自
的
に
理
性
的
と
な
っ
た
後
も
別
に
進
展
し
た
の
で
は

な
い
。
即
自
的
な
も
の
は
、
存
続
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
区
別
は
大
き
い
。

何
ら
新
し
い
内
容
が
出
て
来
た
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
形
式
は
大

変
な
相
違
で
あ
る
。
世
界
史
の
発
展
の
全
区
別
は
、
こ
の
区
別
に
帰
着
す
る
」

( G
PI40

)

。

(

22)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
は
た
ら
き
は
（
α)

こ

の
も
の
も
ま
た
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
も
の
（
或
る
人
間
、
或
る
性
格
）
で

あ
り
、
自
立
的
に
現
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
そ
れ
の
可
能

性
を
た
だ
諸
条
件
と
事
柄
に
お
い
て
の
み
も
つ
。
（
β)

は
た
ら
き
は
諸
条
件

を
事
柄
へ
転
じ
、
後
者
を
現
存
の
面
と
し
て
の
前
者
へ
転
じ
る
運
動
で
あ
る
。

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
事
柄
が
そ
の
中
で
即
自
的
に
存
在
し
て
い
る
諸
条
件

か
ら
そ
の
事
柄
を
出
し
て
来
、
そ
し
て
諸
条
件
が
も
つ
と
こ
ろ
の
現
存
の
揚

棄
に
よ
っ
て
事
柄
に
現
存
を
与
え
る
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
」( EI293

)

。

(

23)H
enri B

ergson, L'évolution créatrice, p.u.f., 2007,p.6.

訳
出
に
際
し

て
は
次
の
訳
書
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
を
変
え
た
箇
所
も
あ
る
。

『
創
造
的
進
化
』
松
浪
信
三
郎
、
高
橋
允
昭
訳
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
全
集　

第
四
巻
、

白
水
社
、
一
九
六
六
年
。

(

24) ibid., pp.6-7.

(

25)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
こ
の
よ
う
に
個
体
性

の
根
源
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
自
然
、
個
体
性
の
直
接
的
な
本
質
も
最
初
に
は

ま
だ
行
為
す
る
も
の
と
し
て
定
立
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
と
き
に
は
、

こ
の
自
然
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
性
の
特
殊
的
な
能
力( Fähigkeit)

や
才
能

( Talent)

や
性
格
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
で
精
神
の
こ
の
特
殊
の
色
合
い

が
目
的
そ
の
も
の
の
唯
一
の
内
容
と
見
な
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
全
く
た



八
七

八
六

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

西
田
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
生
成
論
批
判
の
射
程[

熊
谷]

性
を
揚
棄
し
、
自
己
を
自
己
自
身
に
た
い
す
る
否
定
的
な
も
の
と
し
て
定
立

し
、
こ
う
し
て
或
る
結
果
（W

irkung

）
を
も
た
ら
し
出
す
。
結
果
は
そ
う
い

う
わ
け
で
、
単
に
一
つ
の
定
立
さ
れ
た
現
実
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
し

か
し
は
た
ら
き
（W

irken

）
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
同
時
に
必
然
的
で
も
あ

る
よ
う
な
現
実
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
か
ぎ
り
実
体
は
原
因
で
あ
る
」

( EI297
)

。

(

15)

『
大
論
理
学
』
第
三
篇･

第
二
章
「
現
実
性
」
に
お
け
る
現
実
性
論
と
、

同
篇･

第
三
章
「
B
因
果
性
の
相
関
」
に
お
け
る
因
果
論
の
内
実
に
、
親
近

性
が
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
髙
山
守
『
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
む
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
三
年
、

二
四
四
頁
。

(

16)

当
該
箇
所
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
そ

れ
自
身
と
し
て
は
些
細
な
事
柄
や
偶
然
的
な
も
の
は
逆
に
内
的
精
神
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
そ
の
機
縁
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
」( LII228

)

。

(

17)

ダ
メ
ッ
ト
自
身
の
挙
げ
る
事
例
は
、
船
の
沈
没
事
故
で
あ
る
が
、
生

死
を
分
け
る
瞬
間
が
あ
っ
た
ほ
う
が
話
が
単
純
化
さ
れ
、
ダ
メ
ッ
ト
の
主
張

の
主
旨
を
把
握
し
や
す
く
な
る
た
め
、
本
稿
で
は
飛
行
機
事
故
に
置
き
換
え

た
。
（
置
き
換
え
た
理
由
に
関
し
て
は
述
べ
て
い
な
い
が
）
先
例
と
し
て
、
中

島
義
道
が
大
森
荘
蔵
と
の
対
談
の
な
か
で
、
や
は
り
飛
行
機
の
墜
落
事
故
に

置
き
換
え
て
い
る
。
大
森
荘
蔵
、
中
島
義
道
、
対
談
「
過
去
は
幻
か
」
『
現
代

思
想
』
青
土
社
、
一
九
九
三
年
、
七
五
頁
。

(

18)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
私
が
ラ
ジ
オ
で
、
二
時

間
前
大
西
洋
で
船
が
沈
没
し
た
、
生
存
者
は
僅
か
で
あ
る
、
と
聞
い
た
と
想

像
せ
よ
。
私
の
息
子
が
そ
の
船
に
乗
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
私
は
直
ち
に
、
か

れ
が
生
存
者
た
ち
の
中
に
い
る
よ
う
に
、
か
れ
が
溺
死
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、

と
祈
る
。
こ
れ
は
こ
の
世
で
も
っ
と
も
自
然
な
こ
と
で
あ
る
」
（335-336

）
。

ダ
メ
ッ
ト
か
ら
の
引
用
は
右
の
著
作
に
よ
り
、
引
用
文
末
尾
に
ペ
ー
ジ
数
の

み
を
記
し
た
。

M
ichael D

um
m

ett, Truth and O
ther Enigm

as, H
arvard U

niversity Press 

C
am

bridge, M
assachusetts, 1978.

訳
出
に
際
し
て
次
の
訳
書
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
を
変
え
た
箇
所
も
あ
る
。

マ
イ
ケ
ル
・
ダ
メ
ッ
ト
『
真
理
と
い
う
謎
』
藤
田
晋
吾
訳
、
勁
草
書
房
、

一
九
九
六
年
。

(

19)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
誰
か
が
私
に
こ
う
言
っ

た
と
せ
よ
。
「
あ
な
た
の
ご
子
息
は
溺
死
し
た
か
し
な
か
っ
た
か
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
。
も
し
溺
死
し
た
の
な
ら
ば
、
ど
う
見
て
も
あ
な
た
の
祈
り
は
か
な

え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
溺
死
し
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
あ
な
た
の
祈

り
は
余
計
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
あ
な
た
の
祈

り
は
的
外
れ
な
こ
と
な
の
で
す
」
（338

）
。

(

20)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
発
展
が
ど
う
い
う
も
の

で
あ
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
二
種
の
い
わ
ば
状
態
が
区
別
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
第
一
の
も
の
は
、
素
質( A

nlage)

、
能
力( Verm

ögen
)

、
私

流
に
言
っ
て
、
即
自
有
（potentia,dynam

is

）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
第
二
の
規
定
は
、
対
自
有
、
現
実
性
（actus,energeia

）
で
あ
る
」

( G
PI39

)

。
右
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
後
、
子
供
の
理
性
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
発
展
と
は
、
前
者
の
状
態
が
後
者
の

状
態
へ
到
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。

(

21)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
即
自
的
に
理
性
的
で
あ

る
人
間
は
そ
れ
が
対
自
的
に
理
性
的
と
な
っ
た
後
も
別
に
進
展
し
た
の
で
は

な
い
。
即
自
的
な
も
の
は
、
存
続
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
区
別
は
大
き
い
。

何
ら
新
し
い
内
容
が
出
て
来
た
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
形
式
は
大

変
な
相
違
で
あ
る
。
世
界
史
の
発
展
の
全
区
別
は
、
こ
の
区
別
に
帰
着
す
る
」

( G
PI40

)

。

(

22)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
は
た
ら
き
は
（
α)

こ

の
も
の
も
ま
た
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
も
の
（
或
る
人
間
、
或
る
性
格
）
で

あ
り
、
自
立
的
に
現
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
そ
れ
の
可
能

性
を
た
だ
諸
条
件
と
事
柄
に
お
い
て
の
み
も
つ
。
（
β)

は
た
ら
き
は
諸
条
件

を
事
柄
へ
転
じ
、
後
者
を
現
存
の
面
と
し
て
の
前
者
へ
転
じ
る
運
動
で
あ
る
。

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
事
柄
が
そ
の
中
で
即
自
的
に
存
在
し
て
い
る
諸
条
件

か
ら
そ
の
事
柄
を
出
し
て
来
、
そ
し
て
諸
条
件
が
も
つ
と
こ
ろ
の
現
存
の
揚

棄
に
よ
っ
て
事
柄
に
現
存
を
与
え
る
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
」( EI293

)

。

(

23)H
enri B

ergson, L'évolution créatrice, p.u.f., 2007,p.6.

訳
出
に
際
し

て
は
次
の
訳
書
を
参
照
し
た
が
、
訳
文
を
変
え
た
箇
所
も
あ
る
。

『
創
造
的
進
化
』
松
浪
信
三
郎
、
高
橋
允
昭
訳
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
全
集　

第
四
巻
、

白
水
社
、
一
九
六
六
年
。

(

24) ibid., pp.6-7.

(

25)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
こ
の
よ
う
に
個
体
性

の
根
源
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
自
然
、
個
体
性
の
直
接
的
な
本
質
も
最
初
に
は

ま
だ
行
為
す
る
も
の
と
し
て
定
立
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
と
き
に
は
、

こ
の
自
然
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
性
の
特
殊
的
な
能
力( Fähigkeit)

や
才
能

( Talent)
や
性
格
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
で
精
神
の
こ
の
特
殊
の
色
合
い

が
目
的
そ
の
も
の
の
唯
一
の
内
容
と
見
な
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
全
く
た



八
九

場
所
の
論
理
と
直
観[

太
田]

八
八

日
本
哲
学
史
研
究　

第
十
号

だ
こ
れ
の
み
が
実
在
と
見
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
」( P296

)

。

(

26)
当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
む
ろ
ん
、
こ
の
根
源
的

な
内
容
は
意
識
が
こ
れ
を
現
実
化
し
終
え
た
と
き
に
初
め
て
意
識
に
対
し
て

あ
る
に
相
違
な
い
、
…
も
っ
と
も
意
識
が
即
自
的
に
な
ん
で
あ
る
か
が
意
識

に
対
し
て
あ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
意
識
は
行
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

( P296
)

。

(

27)

前
々
註
に
掲
げ
た
引
用
文
に
基
づ
く
。

(

28)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
行
為
と
は
表
現
せ
ら
れ

て
い
な
い
存
在
と
い
う
形
式
か
ら
表
現
せ
ら
れ
た
存
在
と
い
う
形
式
の
う
ち

へ
と
た
だ
全
く
移
す
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
」( P296

)
。

(

29)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
個
体
の
為
す
こ
と
が

な
ん
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
個
体
の
身
に
起
こ
る
こ
と
が
な
ん
で
あ
ろ
う
と
、

そ
れ
を
為
し
た
も
の
は
個
体
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
個
体
自
身
で
あ
る
」

( P299
)

。

(

30)

当
該
箇
所
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。「
現
実
は
知
る
こ
と
に
と
っ

て
は
無
縁
で
あ
る
他
方
の
側
面
を
自
分
の
う
ち
に
隠
し
て
お
く
の
で
あ
り
、

自
分
が
即
且
つ
対
自
的
に
い
か
に
あ
る
も
の
か
を
意
識
に
は
示
さ
な
い
の
で

あ
り
、
―
―
息
子
は
侮
辱
者
を
撲
殺
す
る
が
、
こ
の
息
子
に
侮
辱
者
が
父
で

あ
る
こ
と
を
現
実
は
示
さ
な
い
し
、
―
―
ま
た
彼
は
王
妃
を
妻
と
し
て
娶
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
王
妃
が
母
で
あ
る
こ
と
を
も
現
実
は
示
さ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
具
合
に
人
倫
的
な
自
己
意
識
に
は
光
を
厭
う
て
隠
れ
る
威

力
が
待
ち
伏
せ
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
威
力
は
行
為
が
出
来
し
た

と
き
に
初
め
て
出
現
し
て
き
て
、
自
己
意
識
を
現
行
犯
で
捕
ま
え
る
の
で
あ

る
」( P347

)

。

(

31)

ソ
ポ
ク
レ
ス
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
藤
沢
令
夫
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年
、
八
三
頁
。

(

32)

同
書
、
一
〇
三-

一
〇
九
頁
。

 

場
所
の
論
理
と
直
観

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
西
田
幾
多
郎
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
と
『
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
』               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
田 

裕
信 

 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

西
田
幾
多
郎
は
、
比
較
的
晩
年
の
書
物
で
あ
る
『
哲
学
論
文
集
第
三
』
（
一
九
三
九
）
の
序
文
で
、
自
ら
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

 

「
『
善
の
研
究
』
以
来
、
私
の
目
的
は
、
何
処
ま
で
も
直
接
な
、
最
も
根
本
的
な
立
場
か
ら
物
を
見
、
物
を
考
え
よ
う
と
云
う
に
あ

っ
た
。
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
そ
こ
へ
と
い
う
立
場
を
把
握
す
る
に
あ
っ
た
。
」
（8,255/9,3

（
１
）

）

 　

本
人
の
回
顧
に
よ
れ
ば
、
西
田
哲
学
の
一
貫
し
た
目
的
は
、「
何
処
ま
で
も
直
接
的
」
な
経
験
を
「
根
本
的
」
原
理
（
立
場
）
と
し
、「
そ

こ
」
に
基
づ
い
て
、
諸
科
学
の
理
論
領
域
か
ら
倫
理
、
宗
教
の
実
践
領
域
ま
で
の
問
題
、
お
よ
び
そ
れ
ら
諸
領
域
の
関
係
の
問
題
と
い
っ

た
「
す
べ
て
」
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
直
接
的
で
根
本
的
な
立
場
は
、
最
初
の
著
作
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
）
で
は
「
純
粋
経
験
」
、

後
に
は
「
絶
対
無
の
自
覚
」
、「
行
為
的
直
観
」
と
語
り
な
お
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
概
ね
ど
の
時
期
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
本
的
立
場
は
「
直




