
カ
ン
ト
の
神
存
在
論
証
に
つ
い
て

　
　
一
1
特
に
批
判
前
期
の
「
唯
一
の
証
明
根
拠
」
（
一
七
六
三
年
）

を
中
心
と
す
る
i

春
　
　
名

純
　
　
人

ユ289

　
カ
ン
ト
の
批
判
前
期
の
著
作
の
研
究
は
、
神
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
究
極
的
見
解
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
初

期
の
著
作
か
ら
、
最
後
の
著
作
に
至
る
ま
で
、
休
む
こ
と
な
く
神
の
問
題
を
思
索
し
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
批
判
雨
期
の
著
作
は
、
一
般

に
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
、
強
い
神
信
仰
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
憎
め
生
涯
を
貫
い
て
保
持
せ
ら
れ
た
神
理
解
は

敬
老
主
義
を
媒
介
と
す
る
神
の
現
存
性
へ
の
確
信
を
基
調
と
す
る
目
μ
色
ω
旨
蕊
で
あ
る
。
こ
の
カ
ン
ト
の
8
富
…
ω
ヨ
蕊
を
概
観
し
て
人

が
知
り
得
る
こ
と
は
、
彼
が
神
の
超
越
的
実
在
性
に
つ
い
て
の
竪
い
個
人
的
確
信
か
ら
出
発
b
批
判
期
を
経
過
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
、

そ
の
8
げ
の
6
ヨ
窃
の
性
格
に
推
移
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
確
信
は
動
揺
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
神

の
存
在
証
明
の
方
法
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
哲
学
的
探
究
も
、
彼
の
個
人
的
神
信
仰
を
破
壊
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
確
信
に
満
た

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
小
論
の
霊
的
は
、
初
期
の
著
作
、
特
に
「
神
の
存
在
論
証
の
唯
一
の
可
能
的
根

拠
」
　
（
U
巽
Φ
ぎ
巴
α
q
ヨ
α
依
ギ
浮
び
Φ
浮
霜
臨
。
。
α
q
㎏
§
伽
目
①
ぎ
臼
O
o
ヨ
。
欝
ω
嘗
銭
。
謬
く
。
讐
U
器
Φ
ぎ
O
o
嘗
Φ
。
。
・
ミ
①
。
。
）
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ
ら
に
表

わ
れ
た
カ
ン
ト
思
想
の
基
調
（
∩
Ψ
H
離
流
儀
陣
○
口
）
と
も
雷
う
べ
き
こ
の
神
の
現
存
性
へ
の
確
信
を
明
ら
か
に
し
、
併
せ
て
カ
ン
ト
の
批
判
前
期

に
お
け
る
神
概
念
の
本
質
へ
の
瞥
見
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。

　
○
カ
ン
ト
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
ア
カ
デ
ミ
…
版
に
よ
る

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
神
存
在
論
証
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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カ
ン
ト
の
神
の
存
在
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
ま
ず
「
天
体
史
考
」
　
（
》
封
Φ
ヨ
虫
器
2
舞
霞
鷺
ω
。
『
圃
。
ぽ
。
§
島
8
冨
。
目
δ
紆
。
。
監
ヨ
ヨ
募
．

ミ
綴
）
に
お
い
て
始
ま
る
。
こ
の
論
文
は
、
有
名
な
星
雲
説
の
叙
述
、
ま
た
「
唯
一
の
証
明
根
拠
」
に
く
り
か
え
さ
れ
る
宇
宙
生
成
論
を

含
む
自
然
科
学
的
論
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
論
文
は
堅
い
神
信
仰
の
確
信
に
充
た
さ
れ
た
、
む
し
ろ
儀
Φ
韓
冨
。
げ

な
自
然
神
学
的
弁
神
論
で
も
あ
る
。
彼
は
、
も
し
秩
序
と
美
と
か
ら
な
る
宇
宙
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
普
遍
的
運
動
法
則
に
委
ね
ら
れ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
創
造
者
の
証
明
は
力
を
失
い
、
自
然
が
自
己
充
足
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
非
難
に
答
え
て
次
の
ご
と
く
語
る
。
　
「
私
が
こ

の
非
難
を
、
仮
り
に
根
拠
の
あ
る
も
の
と
み
な
す
と
し
て
も
、
私
が
神
的
真
理
の
無
謬
性
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
糖
質
は
、
私
に
あ
っ
て

は
非
常
に
力
あ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
神
的
真
理
に
矛
盾
す
る
一
切
を
、
そ
の
真
理
に
よ
っ
て
十
分
に
論
駁
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
拒

否
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
が
、
私
の
体
系
と
宗
教
の
間
に
見
出
す
】
致
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
嗣
難
に
関
し
て
、
私
の
信
念
を
大
胆
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

露
な
冷
静
さ
へ
と
高
め
る
の
で
あ
る
」
。
彼
は
生
き
た
哲
学
的
有
神
論
の
必
然
的
条
件
と
し
て
、
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
世
界
観
の
受
容
を
要
求

す
る
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
自
然
法
翔
へ
の
信
頼
は
な
ん
ら
神
信
仰
と
矛
盾
す
る
も
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
、
神
麦
配
の
強
國
な
る

証
拠
で
あ
る
と
す
る
自
然
神
学
的
証
明
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
彼
は
言
う
。
　
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
原
素
材
で
あ
る
物
質
は
、
あ
る
法
則

に
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
物
質
は
こ
の
法
翔
に
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
、
必
然
的
に
美
し
い
結
合
を
生
み
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
物
質
は
こ

の
完
全
性
の
計
画
か
ら
そ
れ
る
自
由
を
持
た
な
い
。
か
く
し
て
、
物
質
は
最
高
に
賢
朋
な
意
図
に
服
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
、
物
質
を
支
配
す
る
第
一
原
因
に
よ
っ
て
、
か
か
る
一
致
的
関
係
の
中
に
必
然
的
に
置
か
れ
て
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
渾
沌
の
う
ち
に
あ
っ
て
さ
え
規
劉
正
し
く
か
つ
秩
序
立
っ
た
も
の
と
し
て
以
外
に
は
振
舞
う
こ
と
が
出
来
な
い
が
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
そ

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
2
）

の
ゆ
え
に
神
は
存
在
す
る
」
。
カ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
機
械
観
と
矛
癒
し
な
い
↓
冨
冨
ヨ
蕊
の
主
張
は
、
科
学
的
現
象
が

直
接
、
神
あ
る
い
は
第
一
原
理
と
い
う
形
而
上
学
的
原
理
に
依
存
し
、
普
遍
的
運
動
法
則
と
背
馳
す
る
と
い
う
ご
と
き
従
来
の
仮
定
に
基



　
　
つ
く
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
カ
ン
ト
は
、
・
か
か
る
古
い
形
而
上
学
と
自
然
科
学
か
ら
経
験
論
的
に
離
脱
す
る
こ
と
が
科
学
の

　
　
決
定
的
進
歩
に
資
す
る
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
カ
ン
ト
の
最
初
の
立
場
は
、
彼
を
し
て
合
理
主
義
の
否
定
へ
と
導
く
こ
と
に
な
る
。
い
ま
や
、
カ
ン
ト
は
神
の
存
在
の
証
明
は
、

　
　
宇
宙
の
探
究
か
ら
で
は
な
く
て
、
ま
っ
た
く
先
天
的
な
事
柄
で
あ
る
と
す
る
合
理
主
義
の
主
張
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
合

　
　
理
主
義
の
批
判
的
吟
味
を
、
彼
ら
の
充
足
理
由
の
原
理
、
因
果
性
お
よ
び
存
在
の
理
論
に
お
け
る
そ
の
基
礎
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
な
す
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
合
理
主
義
批
判
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
問
題
は
哲
学
史
家
に
よ
っ
て
際
立
っ
て
探
究
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
し
か
し
、
カ
ン
ト
自
身
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
6
ゲ
色
ω
ヨ
⊆
ω
と
の
連
関
に
お
い
て
探
究
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
連
関
が
従
来
、
十
分
に

　
　
注
意
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
カ
ン
ト
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
し
め
、
つ
い
に
は
彼
の
認
識
論
を
再
溝
成
せ
し
め
、
形
而
上
学
に
つ
い

　
　
て
の
新
し
い
評
価
を
な
さ
し
め
た
の
は
、
神
の
問
題
に
つ
い
て
の
熟
慮
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
七
五
五
年
の
「
形
而
上
学
的
認
識
の
第
一
原
理
の
新
釈
」
（
男
臼
H
2
0
胴
囲
○
閑
¢
ζ
℃
凌
窯
○
園
¢
鼠
O
O
O
護
戯
○
宏
お
ζ
国
↓
〉
℃
賢
く
ω
ゲ

　
　
○
諺
図
Z
O
く
》
U
目
α
O
H
U
諺
8
H
O
）
の
主
題
は
、
充
足
理
由
と
い
う
言
葉
が
重
大
な
二
義
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
そ
れ
は
二
つ
の
型
の
規
定
根
拠
を
混
同
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
在
根
拠
と
論
理
的
根
拠
の
混
同
で
あ
る
。
実
在
根
拠
は
現
実

　
　
の
秩
序
に
因
果
関
係
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
論
理
的
根
拠
は
認
識
の
秩
序
に
根
拠
・
帰
結
の
関
係
を
与
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
合
理
主
義

　
　
は
、
現
実
の
存
在
の
演
緯
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
前
者
と
後
者
を
混
降
し
た
の
で
あ
る
。
自
然
神
学
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
や

　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
ご
と
き
合
理
主
義
者
は
存
在
の
実
在
根
拠
を
神
概
念
に
導
入
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
の
論
証

　
　
は
、
た
だ
論
理
的
根
拠
を
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
神
の
イ
デ
ー
は
、
神
の
存
在
が
問
題
に
な
る
限
り
は
、
存
在
の
論
理
的
根
拠
を

　
　
持
つ
こ
と
は
真
で
あ
る
が
神
は
実
在
根
拠
、
即
ち
、
そ
こ
か
ら
存
在
そ
の
も
の
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
論
証
さ
れ
得
る
よ
う
な
根
拠
を
持
た
な

　
　
い
の
で
あ
る
。
神
的
存
在
の
観
念
は
、
そ
れ
だ
け
を
取
上
げ
れ
ば
、
実
在
根
拠
を
持
た
ず
、
実
在
的
推
論
を
も
果
た
せ
な
い
と
こ
ろ
の
論

91

@
理
的
抽
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
充
足
理
由
の
原
理
は
、
純
粋
に
論
理
的
意
味
を
持
ち
、
た
だ
抽
象
的
非
存
在
的
関
係
に
つ
い
て
の
分

12　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
神
存
在
論
証
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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@
析
的
判
断
に
適
す
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
、
こ
の
充
足
理
由
律
へ
の
批
判
を
通
し
て
、
実
在
的
秩
序
と
観
念
的
秩
序
の
混
同
を
明
確
化
し
、
か
く
し
て
、
神
の
観
念
に

　
　
基
づ
く
存
在
論
的
証
明
を
不
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
最
完
全
的
存
在
老
と
し
て
の
神
の
観
念
は
、
観
念
的
存
在
以
外
の
何
物
を
も
規
定

　
　
し
な
い
と
こ
ろ
の
論
理
的
根
拠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
先
天
的
方
法
で
神
の
存
在
を
論
証
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
、
有
限
な

　
　
宇
宙
に
つ
い
て
の
存
在
的
意
義
に
つ
い
て
規
定
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
神
自
身
の
原
因
と
し
て
の
、
ま
た
、
無
限

　
　
な
る
力
と
し
て
の
神
に
訴
え
る
合
理
主
義
は
、
存
在
規
定
の
実
在
根
拠
と
観
念
的
根
拠
と
の
混
同
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
存
在
論
的
論

　
　
証
は
神
の
観
念
に
存
在
を
求
め
て
お
り
、
神
の
存
在
は
、
現
実
性
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
た
だ
イ
デ
ー
に
お
い
て
の
み
問
題
と
せ
ら
れ

　
　
て
お
り
、
神
の
概
念
に
実
在
性
が
A
丑
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
合
一
が
単
に
表
象
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
の
存
在
も
単
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
表
象
に
だ
け
成
立
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
単
に
神
の
可
思
惟
性
か
ら
神
の
存
在
を
証
明
す
る
の

　
　
で
は
な
く
て
、
事
物
の
可
思
惟
性
、
即
ち
、
事
物
の
可
能
性
か
ら
神
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
既
に
一
七
六

　
　
三
年
の
「
唯
一
の
可
能
的
証
明
根
拠
」
に
お
い
て
展
…
開
せ
ら
れ
る
彼
独
自
の
神
存
在
証
朔
の
先
駆
的
形
態
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
さ
て
、
こ
こ
で
、
い
よ
い
よ
、
こ
の
一
七
六
三
年
の
著
作
が
問
題
と
な
る
訳
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
論
文
で
、
そ
の
冒
頭
の
存

　
　
在
分
析
に
お
い
て
、
箭
述
の
合
理
主
義
批
判
を
強
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
論
文
は
、
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、
同
年
の
「
負
量
の
概
念
を
哲
学
に
導
入
す
る
試
み
」
　
（
＜
の
湯
蓉
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
飢
窪
b
び
①
σ
q
円
仁
心
興
器
α
q
堰
く
Φ
⇔
O
δ
ゆ
窪
選
訳
。
≦
無
吉
田
㊦
搾
飢
器
償
霊
訂
窪
）
の
内
容
と
の
陶
質
性
が
ま
ず
指
摘
せ
ら
れ
る
。
こ
の
「
負

　
量
の
概
念
」
は
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
「
実
在
根
拠
と
し
て
の
賜
る
も
の
か
ら
、
他
の
も
の
が
い
か
に
し
て
生
起
す
る
か
と
い
う
こ

　
　
と
が
問
題
で
は
な
く
て
、
い
か
に
興
る
も
の
が
実
在
根
拠
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
神
の
問
題
は
こ
こ
か
ら
ま
っ
た
く
明

　
ら
か
に
な
る
。
神
が
存
在
し
、
神
は
世
界
の
原
因
で
あ
る
等
々
の
こ
と
を
証
離
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な

　
ら
ば
、
神
の
概
念
に
は
、
そ
の
存
在
と
原
因
性
が
既
に
前
提
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
証
明
を
逆
の
方
向
に
求
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め
、
神
を
実
際
に
論
証
の
昌
標
に
す
る
こ
と
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
神
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
せ
ら
る
べ
き
で
な
く

て
、
神
以
外
の
い
か
な
る
も
の
で
も
あ
り
得
な
い
と
こ
ろ
の
掌
る
も
の
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
証
明
せ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
証
明
根
拠
が
存
し
、
こ
の
根
拠
の
妥
轟
性
に
よ
っ
て
、
神
の
存
在
が
単
に
尤
も
ら
し
く
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

数
学
的
明
証
性
を
も
っ
て
論
証
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
唯
一
の
可
能
的
証
明
根
拠
」
に
お
い
て
、
形
式
的
証
甥
を
な
そ
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
彼
が
わ
れ
わ
れ
に
完
全
に
根
拠
の
あ
る
確
実
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
最
も
有
用
な
唯
一
の
可
能
的
根
拠
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
の
新
し
い
証
開
根
拠
だ
け
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
。
勿
論
、
前
述
の
ご
と
く
、
神
の
存
在
の
証
明
の
問

題
は
、
　
「
天
体
史
考
」
に
お
い
て
も
「
新
釈
」
に
お
い
て
も
、
既
に
真
面
飼
な
吟
味
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
訳
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、

神
的
根
源
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
実
在
根
拠
（
知
⑦
巴
σ
q
遷
口
幽
）
な
し
に
は
、
い
か
な
る
も
の
も
思
惟
し
得
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
既
に
書
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
命
題
は
、
新
し
い
唯
一
の
可
能
的
証
賜
根
拠
を
含
ん
で
い
る
と
言
っ

て
も
よ
い
状
況
に
可
能
的
に
は
到
達
し
て
い
た
と
も
書
い
得
よ
う
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
言
う
ご
と
く
、
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
著
作
に
お

け
る
モ
チ
ー
フ
が
影
響
を
残
し
、
再
び
そ
れ
が
、
こ
の
「
唯
一
の
証
明
根
拠
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ

の
時
点
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
課
題
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
従
来
の
合
理
主
義
、
あ
る
い
は
、
形
而
上
学
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

本
的
な
誤
謬
を
圓
避
し
、
第
二
に
、
真
の
神
存
在
の
論
証
根
拠
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
（
1
）
　
夙
鋤
馨
、
ω
α
q
⑦
。
・
9
B
旨
①
｝
3
G
り
簿
課
8
詳
じ
d
甑
e
押
ω
．
鱒
器
甲

　
（
2
）
　
囲
営
餌
4
ω
「
B
Q
。
．

　
（
3
）
＜
σ
q
則
葦
葺
．
ω
σ
q
㊦
。
・
垂
幕
冨
ω
。
無
断
琶
b
低
』
ω
會
ω
り
腿
．
b
d
乱
臣
。
3
。
労
跨
蕊
σ
q
‘
蛍
雪
曾
（
β
号
暑
畠
。
桟
欝
⑦
建
坪
・
毎
σ
・
）
》
ω
山
9

　
（
4
）
内
§
。
国
ω
鼻
9
0
Φ
。
。
3
一
。
節
①
燃
禽
器
g
話
℃
竃
。
。
。
。
勺
鐵
ρ
田
晶
メ
ω
お
ω
9

　
（
5
）
H
玄
山
‘
ω
』
ω
鴇

　
（
6
）
　
以
上
の
Z
O
＜
艶
O
H
い
¢
O
｛
O
》
6
一
〇
を
中
心
と
す
る
解
説
に
つ
い
て
は
、
O
o
臣
鵠
伊
冒
滑
津
”
○
○
山
ぎ
ヨ
。
儀
。
轟
℃
謀
ざ
ω
◎
℃
げ
ざ
Ω
臨
＄
0
9
9

　
　
μ
り
研
⑩
”
の
簡
明
な
説
明
を
参
考
に
し
た
。

カ
ン
ト
の
神
存
在
論
証
に
つ
い
て

六
三
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二

　
さ
て
、
カ
ン
ト
は
、
　
「
唯
一
の
証
明
根
拠
」
の
第
扁
部
に
お
い
て
、
存
在
に
形
式
的
定
義
を
与
え
得
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

つ
の
規
定
を
与
え
て
い
る
。
第
一
は
、
　
「
存
在
（
U
霧
①
ぼ
）
は
何
か
煮
る
事
物
の
述
語
、
あ
る
い
は
、
限
定
で
は
な
い
」
で
あ
る
。
即
ち
、

存
在
は
、
述
語
、
あ
る
い
は
何
物
か
に
つ
い
て
の
本
質
規
定
で
は
な
い
。
人
は
或
る
事
物
の
規
定
的
本
質
と
そ
の
す
べ
て
の
述
語
と
を
、

と
も
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
な
お
、
そ
の
事
物
が
存
在
す
る
か
し
な
い
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
第

二
は
、
「
存
在
（
U
p
。
ω
①
ヨ
）
は
事
物
の
絶
対
的
措
定
（
盛
Φ
鈴
げ
ω
9
暮
①
℃
o
ω
録
。
欝
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
常
に
単
に
他
の
事
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
の
関
係
に
お
い
て
相
対
的
に
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
各
々
の
述
語
と
は
区
別
せ
ら
れ
る
」
で
あ
る
。
即
ち
、
存
在
は
、
述
語
が
置
か

れ
て
い
る
の
と
は
違
っ
た
仕
方
で
露
霜
に
つ
い
て
措
定
せ
ら
れ
る
。
諸
性
質
と
他
の
述
語
は
、
相
監
事
に
、
即
ち
そ
の
論
理
的
構
造
に
お

い
て
本
質
を
規
定
す
る
こ
と
に
関
し
て
だ
け
措
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
存
在
は
、
絶
対
的
に
措
定
せ
ら
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、

現
実
の
存
在
に
関
し
て
本
質
と
す
べ
て
の
述
語
を
規
定
す
る
。
本
質
も
、
そ
の
述
語
も
、
存
在
か
ら
得
ら
れ
た
新
し
い
根
源
的
措
定
な
し

に
は
、
存
在
す
る
事
物
の
現
実
性
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
は
言
う
。
「
神
は
存
在
す
る
事
物
で
あ
る
（
O
O
簿
韓

①
げ
①
紙
ω
幕
器
欝
伍
U
ぎ
σ
q
）
と
私
が
書
う
場
合
、
あ
た
か
も
私
が
主
語
に
述
語
の
関
係
を
表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
、
こ
の
表
現
に
は
不
正
確
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
重
る
存
在
す
る
も
の
が
神
で
あ
る
。
」
即
ち
、
O
o
菖
翼
Φ
凶
ロ
Φ
×
憎

の
瀞
謬
鼠
U
ぼ
σ
q
．
に
不
正
確
さ
が
あ
る
と
カ
ン
ト
の
言
う
意
味
は
、
国
臨
ω
8
養
は
述
語
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
確

に
は
、
撞
け
≦
霧
Φ
臥
ω
酔
δ
お
⇔
傷
㊦
。
。
冨
け
O
O
欝
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
、
後
に
言
う
唯
一
の
可
能
的
証
明
根

拠
と
な
る
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
　
「
存
在
（
U
器
①
ヨ
）
に
は
、
単
な
る
蒐
能
性
に
お
け
る
よ
り
も
多
く
の
こ
と
が
あ
る
と
私
は
言
い
得
る

（
喚
）

か
」
で
あ
る
。
即
ち
、
存
在
す
る
事
物
に
は
、
そ
の
述
語
と
共
に
、
本
質
的
可
能
性
に
お
け
る
よ
り
も
多
く
の
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
の

問
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
言
う
。
　
「
存
在
す
る
も
の
に
お
い
て
は
、
単
な
る
可
能
的
な
も
の
に
お
け
る
よ
り
以
上
の
い
か
な
る
こ
と
も
措



　
　
定
さ
れ
な
い
。
（
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
述
語
が
問
題
で
あ
る
か
ら
。
）
し
か
し
、
な
に
か
逼
る
存
在
し
て
い
る
も
の
に
よ

　
　
っ
て
は
、
単
な
る
可
能
的
な
も
の
に
よ
る
よ
り
以
上
の
こ
と
が
措
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
事
物
そ
の
も
の
の
絶
対
的
な
措
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
に
ま
で
も
行
く
か
ら
で
あ
る
。
」
即
ち
、
芝
》
ω
（
本
質
的
内
容
）
に
関
す
る
限
り
は
、
存
在
す
る
事
物
は
、
ま
さ
に
存
在
は
述
語
で
は
な

　
　
い
が
ゆ
え
に
、
可
能
的
本
質
に
何
も
付
加
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
妻
H
図
（
存
在
の
様
態
）
に
関
し
て
は
、
決
定
的
な
桐
違
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
可
能
的
本
質
は
、
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
相
互
に
矛
隠
し
な
い
関
係
に
の
み
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
存
在
す
る
事
物
は
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
現
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
が
見
た
如
く
、
矛
盾
律
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
得
る
が
、
後
者
は
、
適
墨
な
規
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
し
て
何
か
他
の
も
の
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
三
角
形
に
関
し
て
言
え
ば
三
つ
の
角
、
三
つ
の
辺
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、

　
　
つ
ま
り
名
跨
ω
に
関
し
て
は
、
単
に
可
能
性
に
つ
い
て
雷
え
る
以
上
の
こ
と
は
措
定
さ
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
い
か
に
（
奢
H
閃
）
あ
る
か
と

　
　
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
　
こ
れ
ら
の
規
定
の
関
係
が
措
定
さ
れ
る
と
、
三
角
形
と
い
う
も
の
が
Φ
圏
ω
紳
冨
冨
昌
す
る
。
即
ち
、
単
な
る
可
能

　
　
性
以
上
の
こ
と
が
措
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
次
の
よ
う
に
表
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
鼠
0
Φ
霞
O
顕
賜
田
6
肱
】
）
》
ω
田
Z

　
　
（
毛
H
男
函
い
H
O
翼
下
田
6
）
ζ
α
σ
q
ぽ
財
犀
Φ
騨
と
O
鋤
ω
Φ
鼠
は
名
》
ω
か
ら
言
え
ば
同
じ
で
あ
り
、
芝
濁
（
b
ご
Φ
臨
Φ
国
¢
欝
α
q
）
と
い
う
点
か
ら
は
、

　
　
ζ
α
α
q
響
げ
搾
。
騨
よ
り
も
U
勇
・
ω
Φ
3
の
方
が
ヨ
①
窪
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ぞ
H
図
が
U
霧
①
ぎ
を
作
る
モ
メ
ン
ト
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
即
ち
、
毒
H
図
か
ら
誉
え
ば
銀
α
O
ピ
H
O
鑓
閤
国
H
8
十
閃
8
を
誤
ω
目
U
》
ω
国
H
累
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
十
団
↓
名
》
ω
が

　
　
質
的
な
ヨ
Φ
ξ
即
ち
毛
H
図
（
し
d
①
転
び
§
σ
q
）
を
表
わ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
不
正
確
さ
が
あ
る
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
カ
ン
ト
は
こ
の
所
…
（
第
一
部
第
一
考
察
第
三
節
）
に
お
い
て
、
こ
の
「
存
在
に
お
い
て
は
単
に
擁
能
性
に
お
け
る
よ
り
も
ヨ
①
冨
な
も
の

　
　
が
あ
る
か
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
お
よ
び
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
の
所
論
を
紹
介
・
批
判
し
て
い
る
。
ま
ず
ヴ
ォ

　
　
ル
フ
は
、
存
在
が
可
能
性
の
補
足
（
⑦
ぎ
①
卑
σ
q
警
N
§
σ
q
鄭
震
ζ
α
σ
Q
ま
節
魯
）
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
は
非
常
に
不
確
実
で
あ
る
。

　
　
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
つ
の
事
物
に
つ
い
て
考
え
得
る
こ
と
を
人
が
前
以
っ
て
既
に
知
ら
な
い
島
守
に
は
、
こ
の
説
鴨
に
よ
っ
て
は
存
在
を
学

95
@
ぶ
こ
と
は
で
き
ぬ
。
次
に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
、
汎
通
的
内
的
規
定
（
黛
Φ
淵
叢
。
げ
α
q
響
σ
q
戯
④
ぎ
ゆ
④
H
Φ
じ
σ
①
ω
臨
早
追
ご
昌
σ
q
）
が
、
本
質
に
お
け

12　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
神
存
在
論
記
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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@
る
述
語
に
よ
っ
て
は
無
規
定
で
あ
っ
た
も
の
を
補
う
か
ぎ
り
、
存
在
に
は
単
に
可
能
性
に
お
け
る
よ
り
以
上
の
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
批
判
す
る
。
事
物
の
、
あ
ら
ゆ
る
考
え
得
る
述
語
と
の
結
合
、
即
ち
、
汎
面
的
規
定
の
中
に
は
、
そ
の
器
物
と

　
　
単
な
る
可
能
的
な
も
の
と
の
区
別
が
決
し
て
存
し
な
い
。
そ
の
上
、
一
つ
の
可
能
的
事
物
は
多
く
の
述
語
に
関
し
て
無
規
定
で
あ
る
。
こ

　
　
の
意
味
は
、
　
一
つ
の
事
物
に
お
い
て
一
緒
に
考
え
ら
れ
た
述
語
に
よ
っ
て
は
多
く
の
他
の
も
の
が
ま
っ
た
く
無
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
と
い
う
概
念
に
お
い
て
総
括
さ
れ
た
も
の
に
お
い
て
は
、
時
代
や
場
所
等
に
関
し
て
何
物
も
構
成
せ
ら
れ
ぬ
。

　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
種
類
の
無
規
定
は
、
存
在
す
る
事
物
に
お
い
て
も
、
単
に
可
能
的
な
事
物
に
お
い
て
も
見
趨
さ
れ
得
る
。
そ
れ
ゆ

　
　
え
に
、
こ
の
無
規
定
性
と
い
う
こ
と
は
両
者
の
区
別
に
際
し
て
は
用
い
ら
れ
得
な
い
筈
で
あ
る
。
最
後
に
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
は
、
ど
こ
か

　
　
で
（
岸
α
q
③
琶
≦
○
）
と
い
う
こ
と
と
い
つ
か
（
犀
σ
q
Φ
σ
縣
≦
①
昌
昌
）
と
い
う
こ
と
を
存
在
の
誤
り
な
き
規
定
に
数
え
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、

　
　
そ
こ
に
あ
る
す
べ
て
が
、
ど
こ
か
で
、
あ
る
い
は
、
い
っ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
そ
の
も
の
の
吟
味
に
関
わ
り
合
う
こ
と
は
し

　
　
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
述
語
は
依
然
と
し
て
単
に
可
能
的
事
物
に
も
属
す
る
と
批
判
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
を

　
　
全
智
者
が
十
分
に
知
っ
て
い
る
一
三
が
存
在
す
る
な
ら
ば
あ
ら
ゆ
る
規
定
が
彼
に
内
在
し
て
い
る
か
ら
一
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
存

　
　
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
多
く
の
人
が
、
多
く
の
規
定
せ
ら
れ
た
場
所
で
、
あ
る
時
代
に
存
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
ク
ル
ー
ジ
ウ

　
　
ス
の
紹
介
は
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
騨
σ
q
①
鼠
≦
o
と
拶
α
q
①
＆
≦
①
琶
と
い
う
形
で
時
間
・
空
間
の
概
念
が
登
場

　
　
し
て
存
在
概
念
が
本
来
の
り
自
色
謬
の
性
格
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
存
在
は
、
ま
だ
燭
α
q
①
白
き
①
即
を
持
つ

　
　
か
ぎ
り
、
無
規
定
で
あ
り
、
本
来
の
皇
軍
Φ
酵
で
は
あ
り
得
な
い
。
】
）
錺
①
首
が
、
前
述
の
如
く
絶
対
措
定
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
目
㍗

　
　
α
q
①
⇒
傷
げ
①
課
は
脱
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
至
ら
ぬ
か
ぎ
り
、
そ
の
存
在
は
単
な
る
可
能
性
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
　
い
ず
れ

　
　
に
せ
よ
、
存
在
は
絶
対
的
措
定
で
あ
り
、
事
物
そ
の
も
の
（
定
着
①
　
ω
帥
〇
一
帰
Φ
　
ω
⑦
臨
）
ω
梓
）
が
、
即
ち
、
単
に
可
能
性
に
つ
い
て
言
え
る
以
上
の
こ

　
　
と
が
、
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
は
、
U
霧
Φ
ヨ
は
本
質
の
完
成
と
し
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
ヴ

　
　
ォ
ル
フ
的
定
義
を
満
足
さ
せ
な
い
と
い
う
否
定
的
結
論
に
既
に
到
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
・
ヴ
ォ
ル
フ



　
　
飾
定
義
は
、
存
在
が
本
質
の
原
理
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
σ
存
在
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
的
存
在
論
が
依

　
　
っ
て
い
る
本
質
的
要
素
と
原
理
の
分
析
か
ら
先
天
的
に
導
出
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
さ
て
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
存
在
に
つ
い
て
の
思
考
を
、
神
の
存
在
の
問
題
に
直
接
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
存
在
は
述
語
で
は
な
い
か
ら
、

　
　
決
し
て
本
質
の
要
件
か
ら
推
論
さ
れ
得
な
い
。
神
的
存
在
体
の
場
合
に
お
い
て
も
、
唯
一
の
遵
出
し
得
る
述
語
は
、
可
能
性
と
論
理
的
存

　
　
在
の
も
の
で
あ
っ
て
、
存
在
、
あ
る
い
は
実
在
的
存
在
で
は
な
い
。
無
限
的
存
在
体
の
概
念
の
分
析
、
あ
る
い
は
矛
噛
律
や
同
一
律
の
適

　
　
用
は
、
存
在
す
る
事
物
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
絶
対
的
措
定
を
提
示
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
合
理
主
義
的
論
証
方
法
は
神
の
実
在
的
存
在

　
　
を
証
醗
す
る
こ
と
に
は
本
来
的
に
適
合
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
方
、
カ
ン
ト
は
、
や
や
曖
昧
に
で
は
あ
る
が
、
或
る
存
在
す
る
事
物
の
表
象
は
、
概
念
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
し
に
、

　
　
経
験
に
お
け
る
認
識
の
起
源
を
吟
聴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
経
験
概
念
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。
合
理
主
義
は
、
認
識

　
　
に
お
け
る
経
験
的
要
素
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
正
当
に
神
の
存
在
に
つ
い
て
の
存
在
的
真
理
を
導
出
で
き
な
い

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
こ
の
段
階
で
は
、
カ
ン
ト
は
、
経
験
の
意
味
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
経
験
か
ら
得
ら
れ
た

　
　
存
在
的
認
識
が
神
の
超
越
的
存
在
へ
導
き
得
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
精
密
に
は
議
論
し
て
い
な
い
。
彼
が
海
の
一
角
獣

　
　
（
G
O
①
の
Φ
一
口
嗣
冒
O
村
一
同
）
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
礎
供
し
て
い
る
例
は
、
そ
の
よ
う
な
動
物
を
見
る
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
、
そ

　
　
れ
を
見
た
と
主
張
す
る
人
々
の
証
言
を
評
価
す
る
わ
れ
わ
れ
の
能
力
に
基
づ
い
て
い
る
。
彼
は
言
う
。
　
コ
角
魚
の
表
象
は
、
経
験
概
念
、

　
　
つ
ま
り
存
在
す
る
事
物
の
表
象
で
あ
る
と
し
か
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
入
隊
は
、
そ
の
よ
う
な
事
物
の
存
在
に
つ
い
て
の
命
題
の
正

　
　
し
さ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
主
語
の
概
念
に
お
い
て
求
め
る
の
で
は
な
く
し
て
、
一
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
可
能
性
の
述
語
し
か
見
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
れ
な
い
か
ら
…
そ
れ
を
見
た
と
こ
ろ
の
人
々
に
つ
い
て
聴
い
た
と
人
は
言
う
。
」
と
こ
ろ
で
、
明
ら
か
に
神
は
、
人
間
の
知
覚
の
対
象
で

　
　
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
存
在
は
、
ω
ゆ
①
①
冨
プ
。
ヨ
の
場
合
の
よ
う
に
は
立
証
で
き
ぬ
。
し
か
し
、
ま
だ
カ
ン
ト
は
、
可
認
識
的
存
在

97

@
は
、
賭
閥
。
空
間
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
知
覚
し
得
る
対
象
に
か
ぎ
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
神
の
存
在
を
認
識
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
な

12　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
滑
面
曾
在
紘
酬
証
に
つ
い
て
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@
い
と
主
張
し
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
彼
は
、
経
験
界
が
、
形
而
上
学
を
神
の
存
在
へ
導
く
何
物
か
を
提
供
し
得
る
と
い
う
希
望
を
持

　
　
っ
て
い
た
と
言
い
得
る
か
も
知
れ
ぬ
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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⇒
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三

　
カ
ン
ト
は
、
こ
の
論
交
に
お
い
て
、
神
の
存
在
を
論
証
し
、
神
の
本
性
に
つ
い
て
規
定
す
る
た
め
に
健
全
な
基
礎
が
見
違
さ
れ
る
べ
き

こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
従
来
の
種
々
な
神
存
在
証
明
の
諸
類
型
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
か
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
彼
は
こ
の
論
文
の
第
三
部
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
な
す
。
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
神
の
証
開
の
取
扱
い
方
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

二
つ
の
重
要
な
種
類
を
区
別
す
る
。
　
「
神
存
在
の
証
明
根
拠
は
、
単
に
可
能
的
な
も
の
の
悟
性
概
念
か
ら
得
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
存

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

在
す
る
も
の
の
経
験
概
念
か
ら
得
ら
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
第
一
の
揚
合
に
お
い
て
は
、
根
拠
と
し
て
の
可
能
的
な
も
の
か
ら
帰
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

と
し
て
の
神
の
存
在
へ
推
論
さ
れ
る
〔
熱
〕
か
、
あ
る
い
は
、
帰
結
と
し
て
の
可
能
的
な
も
の
か
ら
根
拠
と
し
て
の
神
的
存
在
へ
推
論
さ

れ
る
〔
恥
〕
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
も
の
か
ら
、
単
に
、
独
立
的
第

一
原
因
の
存
在
へ
推
論
さ
れ
、
こ
の
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
神
的
諸
性
質
へ
推
論
さ
れ
る
〔
a
I
〕
か
、
あ
る
い
は
、
経
験
の
教
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

も
の
か
ら
直
欝
に
、
神
の
存
言
種
質
を
蕃
す
・
〔
轡
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
望
薯
は
ア
ブ
・
オ
・
な
薔
で
あ
義
軍



　
　
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
証
明
で
あ
る
。
前
者
は
存
在
論
的
で
あ
り
、
後
者
は
広
義
に
お
い
て
宇
宙
論
的
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
次
ぎ
の
第
二

　
　
節
に
お
い
て
、
ま
ず
、
存
在
論
的
証
明
根
拠
の
批
判
を
な
す
。
ま
ず
、
根
拠
と
し
て
の
可
能
的
な
も
の
か
ら
帰
結
と
し
て
の
神
存
在
が
推

　
　
論
さ
れ
る
場
合
〔
骸
〕
に
つ
い
て
は
次
の
ご
と
く
批
判
を
な
す
。
「
根
拠
と
し
て
の
単
に
可
能
的
な
も
の
の
概
念
か
ら
帰
結
と
し
て
の
存
在

　
　
が
推
論
さ
れ
る
べ
き
と
す
れ
ば
、
こ
の
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
に
存
在
が
見
出
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
可
能
的
な
も

　
　
の
の
概
念
か
ら
の
帰
結
の
導
出
は
論
理
的
分
析
に
よ
っ
て
の
み
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
存
在
が
述
語
の
ご
と
く

　
　
可
能
的
な
も
の
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
第
一
部
第
一
考
察
（
＜
◎
ヨ
U
器
㊦
『
ま
巴
類
篭
唖
）
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
た
が
っ
て
成
立
し
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
語
っ
て
い
る
真
実
の
証
明
は
、
こ
の
仕
方
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
彼

　
　
は
こ
の
よ
う
に
語
り
、
こ
の
典
型
を
デ
カ
ル
ト
に
求
め
る
。
デ
カ
ル
ト
的
推
論
は
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
ま
ず
そ
こ
に
お

　
　
い
て
す
べ
て
の
真
の
完
全
性
が
結
合
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
可
能
的
事
物
の
概
念
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
存
在
も
ま
た
、
事
物
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
つ
の
完
全
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
完
全
な
る
存
在
体
の
可
能
性
か
ら
そ
の
存
在
を
推
論
す
る
」
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
カ
ン

　
　
ト
は
、
同
じ
く
第
一
部
の
言
葉
を
く
り
返
し
つ
つ
、
「
存
在
は
決
し
て
述
語
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
完
全
性
の
述
語
で
も
な
い
。
そ

　
　
れ
ゆ
え
、
或
る
可
能
的
な
事
物
の
概
念
を
構
成
す
る
た
め
の
種
々
な
る
述
語
の
盗
意
的
結
合
を
含
む
説
明
か
ら
は
、
決
し
て
こ
の
事
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
存
在
へ
と
推
論
さ
れ
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
、
神
の
存
在
も
推
論
さ
れ
得
な
い
」
と
批
判
す
る
。
次
に
、
帰
結
と
し
て
の
可
能
的
な
も
の

　
　
か
ら
根
拠
と
し
て
の
神
を
推
論
す
る
〔
恥
〕
場
合
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
こ
こ
に
お
い
て
は
、
謙
る
も
の
が
可
能
で
あ
る
た

　
　
め
に
は
、
撮
る
存
在
す
る
も
の
が
蔚
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
、
ま
た
、
そ
れ
な
し
に
は
い
か
な
る
内
的
可
能
性
も
成
立
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
な
い
よ
う
な
存
在
が
、
神
性
の
概
念
の
中
に
と
も
に
結
合
さ
れ
る
ご
と
き
諸
性
質
を
含
ま
な
い
か
ど
う
か
が
探
究
さ
れ
る
。
」
内
的
可
能

　
　
性
が
或
る
存
在
を
前
提
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
的
な
も
の
が
他
の
可
能
的
な
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
特
殊
な

　
　
述
語
が
存
在
を
前
提
す
る
の
で
な
い
。
　
「
な
ぜ
な
ら
ば
、
述
語
の
区
別
は
単
に
可
態
的
な
も
の
に
お
い
て
も
成
立
し
、
け
っ
し
て
掌
る
存

99

@
在
す
る
も
の
を
示
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
的
存
在
は
、
以
上
の
ご
と
き
仕
方
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
思
惟
で
き
る
も
の

12　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
神
存
在
諭
証
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
内
約
必
然
性
か
ら
推
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
部
に
お
い
て
示
さ
れ
た
。
」

か
く
の
ご
と
く
、
カ
ン
ト
は
、
　
〔
馬
〕
を
彼
薄
身
の
証
明
根
拠
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
第
～
二
節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
宇
憲
論
的
証
明
豊
拠
の
批
判
を
行
な
う
。
ま
ず
、
第
一
の
宇
留
論
約
伝
写
、
即
ち
、
そ
の
存
在

が
経
験
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
独
立
の
第
一
原
困
を
推
論
し
、
こ
の
概
念
の
分
析
に
よ
っ
て
神
的
諸
性
質
が
推
論
さ
れ
る
〔
a
i
I
〕
場
合
に
つ

い
て
は
ど
う
で
あ
る
か
。
　
「
存
在
す
る
も
の
の
経
験
概
念
か
ら
因
果
推
論
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
、
独
立
の
第
一
原
因
の
存
在
へ
到
達
し
、

こ
こ
か
ら
、
概
念
の
論
理
的
分
析
に
よ
っ
て
神
性
を
示
す
諸
性
質
に
至
ろ
う
と
す
る
証
萌
は
、
有
名
で
あ
り
、
特
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
的
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

者
の
学
派
に
よ
っ
て
大
変
名
声
を
得
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
証
賜
は
不
可
能
で
あ
る
。
」
こ
の
推
論
の
前
半
、
即
ち
、

第
囲
原
由
に
航
る
部
分
を
正
し
い
も
の
と
認
め
た
と
し
て
も
、
後
半
は
た
や
す
く
は
酋
肯
し
難
い
。
　
「
こ
の
独
立
酌
事
物
が
端
的
に
必
然

的
で
あ
る
と
い
う
命
題
に
い
た
る
こ
の
推
論
の
第
二
歩
は
強
面
し
難
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
依
然
と
し
て
攻
撃
さ
れ
て
い
る
充
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

理
由
律
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
と
い
、
こ
の
点
に
つ
い
て
譲
歩
し
て
、
こ
れ
が
絶
対
酌
に
必
然
的
で
あ
る
と

し
て
も
，
最
後
の
部
分
は
い
よ
い
よ
獺
何
と
も
な
し
難
い
。
即
ち
、
こ
の
部
分
の
推
論
は
以
下
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
　
『
こ
の
絶
対
的

必
然
的
存
在
体
の
概
念
か
ら
最
高
の
完
全
性
と
統
一
性
の
性
質
が
導
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
絶
対
的
必
然
性
は
論

理
的
必
然
性
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
完
全
性
あ
る
い
は
実
在
性
が
そ
こ
に
お
い
て
見
出
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
事
物
の
否
定
は
霞
己
矛
盾

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
完
全
性
あ
る
い
は
実
在
性
を
含
む
か
か
る
存
在
体
は
唯
一
で
あ
り
、
端
的
に
必
然
的
で
あ
る
。
』
こ
の
推
論
に
つ
い

て
、
カ
ン
ト
は
次
の
ご
と
く
論
駁
す
る
。
　
「
か
か
る
推
論
は
、
細
節
に
従
っ
て
不
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
次
の
こ
と
が
特
に
気
山
に

値
す
る
。
即
ち
、
か
か
る
証
明
は
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
と
い
う
よ
り
は
全
く
前
提
さ
れ
て
い
る
経
・
験
概
念
に
基
づ
い
て
お
ら
ず
、
デ
カ

ル
ト
的
証
明
と
ま
っ
た
く
同
じ
く
概
念
に
墓
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
こ
の
概
念
に
お
い
て
、
或
る
存
在
体
の
存
在
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
玉
）

述
語
の
嗣
一
性
あ
る
い
は
矛
盾
の
う
ち
に
見
出
し
得
る
と
思
い
誤
っ
て
い
る
。
」
結
局
、
　
こ
の
証
明
は
可
能
的
事
物
の
概
念
か
ら
の
推
論

で
あ
り
、
経
験
か
ら
の
推
論
で
は
な
い
。
そ
の
誤
謬
性
は
前
審
で
示
さ
れ
た
。



　
　
　
最
後
に
、
経
験
の
教
え
る
も
の
か
ら
薩
接
に
神
の
存
在
と
諸
性
質
を
導
出
す
る
推
論
〔
b
I
I
〕
に
つ
い
て
は
、
灘
ち
、
い
わ
ゆ
る
自
然
神

　
　
学
的
証
明
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
が
吟
味
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
雷
う
。
　
「
こ
の
証
明
は
単

　
　
に
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
、
力
を
合
わ
せ
た
努
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
属
す
る
完
全
性
に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
得
る
。
わ
れ

　
　
わ
れ
の
感
官
に
現
わ
れ
る
毯
界
の
事
物
は
、
そ
の
偶
然
性
の
開
白
な
徴
表
を
示
し
は
す
る
が
、
同
時
に
、
人
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
知
覚
す

　
　
る
偉
大
さ
、
秩
序
、
合
目
的
組
織
に
よ
っ
て
、
偉
大
な
る
知
恵
、
力
、
善
を
備
え
た
理
性
的
創
始
春
の
証
拠
を
示
す
。
広
大
な
全
体
性
に

　
　
お
け
る
こ
の
統
一
性
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
物
の
た
だ
唯
一
の
創
始
者
の
あ
る
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
。
た
と
い
、
こ
の
推
論
に
お
い

　
　
て
、
幾
何
学
的
厳
密
さ
は
み
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
推
論
は
疑
い
も
な
く
確
か
に
十
分
な
強
さ
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
自
然
的
な
健

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
全
な
悟
性
が
守
る
規
則
に
従
う
理
性
的
な
人
を
、
瞬
時
と
も
こ
の
点
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
ら
し
め
る
こ
と
は
な
い
」
。

　
　
　
以
上
、
簡
単
に
見
た
ご
と
く
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
証
墾
、
即
ち
、
存
在
論
的
〔
a
王
〕
、
宇
宙
論
的
〔
魚
〕
、
自
然
神
学
的
〔
恥
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I

　
　
に
加
え
て
、
彼
独
自
の
存
在
論
的
証
開
〔
b
王
〕
を
加
え
、
合
計
四
つ
の
証
明
根
拠
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
〔
肱
〕
と
〔
恥
〕

　
　
に
つ
い
て
は
、
そ
の
誤
謬
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
証
萌
す
べ
き
も
の
を
前
提
に
し
て
い
る
。
従
来
の
存
在
論
的
証

　
　
明
〔
搬
〕
は
、
存
在
が
概
念
の
徴
表
の
う
ち
に
属
し
、
論
理
的
に
認
識
可
能
な
述
藷
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
表
象
に
お
い
て
成
立
す

　
　
る
の
で
あ
り
、
こ
の
前
提
は
根
本
的
に
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、
宇
宙
論
駒
証
明
〔
恥
〕
は
、
実
在
根
拠
と
存
在
の
論
理
的
可
認
識
性
に
つ

　
　
い
て
の
誤
謬
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
素
点
は
、
帰
結
と
し
て
の
世
界
の
O
霧
Φ
ぎ
か
ら
根
拠
と
し
て
の
神
の
図
蝕
ω
3
昌
N
へ
推
論
す
る
の

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
推
論
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
根
拠
と
帰
結
と
の
結
合
（
濁
①
巴
α
Q
騰
§
恥
の
問
題
）
は
、
単
に
論
理
的

　
　
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
岡
様
に
、
こ
の
場
合
、
端
的
に
必
然
的
存
在
体
の
概
念
は
、
い
か
な
る
経
験
的
概
念
で
も
な
く
、
単
な
る
悟
性

　
　
的
概
念
で
あ
・
・
し
た
が
・
て
・
審
論
的
霧
〔
轡
は
存
在
論
的
証
明
〔
魯
と
層
・
と
を
な
す
の
追
縄
・

　
　
　
し
て
み
る
と
、
カ
ン
ト
が
証
明
根
拠
と
し
て
可
能
と
考
え
て
い
る
も
の
は
、
残
る
彼
独
自
の
存
在
論
的
証
明
〔
b
Σ
〕
と
窟
然
神
学
約
証

01

@
輿
〔
疵
〕
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
吟
味
の
対
象
と
し
て
も
こ
の
二
つ
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
次
の
第
四
節
に
付
し

13　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
神
存
在
論
鉦
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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（
3
至
）

13

@
た
カ
ン
ト
の
標
題
は
、
　
「
神
存
在
に
つ
い
て
は
た
だ
二
つ
の
証
明
が
可
能
で
あ
る
」
で
あ
る
。
さ
て
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
論
文
の
標
題
を

　
　
「
唯
一
の
可
能
的
証
明
根
拠
」
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
、
カ
ン
ト
が
残
る
こ
の
二
つ
の
証
明
の
い
ず
れ
を
選

　
　
び
と
っ
て
い
る
か
の
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
が
、
ま
ず
、
カ
ン
ト
が
、
こ
の
お
の
お
の
の
証
明
の
説
明
と
そ
の
利
点
と
し
て
挙
げ
る
と
こ
ろ

　
　
に
聞
こ
う
。
　
「
以
上
の
こ
と
か
ら
開
ら
か
な
こ
と
は
、
人
が
可
能
的
事
物
の
概
念
か
ら
推
論
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
内

　
　
的
可
能
性
そ
の
も
の
が
、
第
一
部
で
示
さ
れ
た
ご
と
く
、
何
か
或
る
存
在
を
前
提
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
場
合
以
外
に
、

　
　
い
か
な
る
神
存
在
論
証
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
推
論
が
、
存
在
す
る
事
物
の
経
験
が
わ
れ
わ
れ
に
教

　
　
え
る
と
こ
ろ
の
こ
と
か
ら
、
同
じ
真
理
に
上
昇
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
、
証
明
は
、
世
界
の
事
物
に
お
い
て
、
知
覚
さ
れ
る
諸
特
性
と
世
界

　
　
全
体
の
偶
然
的
秩
序
に
よ
っ
て
の
み
、
最
上
原
因
の
存
在
お
よ
び
性
質
へ
と
導
か
れ
得
る
。
第
一
の
証
明
を
存
在
論
的
、
第
二
の
証
明
を

　
　
　
　
（
過
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
矯
）

　
　
宇
宙
論
的
と
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
」
そ
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
第
一
の
彼
の
提
示
す
る
存
在
論
的
証
明
根
拠
に
つ
い
て
は
、
論
理
的
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
密
性
と
完
全
性
（
凸
¢
δ
σ
窺
♂
o
ぴ
①
○
Φ
器
三
σ
Q
圃
6
搾
螺
鄭
鳥
く
○
濠
鼠
口
象
σ
q
自
盛
け
）
と
い
う
利
点
を
、
第
二
の
自
然
神
学
的
証
明
に
は
、
理
解
の

　
　
た
や
す
さ
、
印
象
が
生
き
生
き
し
て
い
る
こ
と
、
美
し
さ
、
人
聞
本
性
の
道
徳
的
動
機
を
動
か
す
力
（
男
臨
一
答
葬
①
一
江
綺
仙
Φ
コ
σ
q
①
ヨ
①
竃
窪

　
　
ユ
9
口
α
q
2
切
①
σ
q
ほ
挿
い
9
げ
⇔
霊
σ
q
冨
蹄
号
ω
団
ぎ
窪
毎
。
訂
”
ω
o
ま
巳
蓬
け
§
山
し
d
①
≦
①
α
q
町
節
ゆ
窪
臨
象
①
言
。
鑓
涜
9
Φ
8
同
一
①
9
巴
。
豊
里
㊤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
ヨ
Φ
跡
ω
o
瓢
岡
。
ゲ
①
⇒
Z
簿
鶏
）
と
い
う
利
点
を
そ
れ
ぞ
れ
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
然
神
学
的
証
明
に
は
、
次
の
ご
と
き
欠
陥
が
あ
る
。
獺

　
　
ち
右
の
ご
と
き
利
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
の
ご
と
き
論
理
的
厳
密
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
で
あ
る
。
即
ち
、
カ
ン

　
　
ト
は
言
う
。
　
「
こ
の
卓
越
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
証
明
法
は
数
学
的
確
実
性
と
正
確
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
は
、
常
に
、

　
　
わ
れ
わ
れ
の
感
官
に
示
さ
れ
る
も
の
の
全
体
の
、
何
か
或
る
把
捉
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
偉
大
な
創
始
者
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
が
、
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
存
在
体
の
う
ち
の
最
完
全
者
の
存
在
を
推
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
唯
一
の
第
一
の
創
始
者
が
あ

　
　
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
最
大
の
蓋
然
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
確
儒
は
最
も
不
遜
な
る
懐
疑
癖
に
抵
抗
す
る
綿
密
性
に

　
　
欠
け
て
い
る
。
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
董
の
程
度
、
讐
を
そ
．
．
か
ら
羅
す
る
た
め
に
必
要
と
み
な
す
存
の
讐
し
か
原
因
の
中
に



　
　
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
原
因
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
結
果
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
以
外
の
、
判
断

　
　
す
べ
き
機
縁
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
世
界
の
う
ち
に
、
多
く
の
完
全
性
、
偉
大
さ
、
秩
序
を
認
め
る
。
し
か
し
、

　
　
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
原
因
が
多
く
の
悟
性
、
力
、
善
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
は
論
理
的
鋭
さ
を
も
っ
て
推
論
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
き
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
全
智
全
能
で
あ
る
等
々
の
こ
と
は
決
し
て
推
論
で
き
ぬ
。
」
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
、
自
然
神
学
的
証
明
の

　
　
欠
陥
を
指
摘
す
る
が
、
し
か
し
、
反
薗
、
そ
の
有
用
性
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
意
義
を
認
め
て
い
る
。
即
ち
、
　
「
同
時
に
健
全
な
悟
性
を

　
　
確
信
せ
し
め
つ
つ
、
高
貴
な
活
動
に
富
む
高
い
感
覚
で
人
間
を
鼓
舞
す
る
こ
と
は
、
洗
練
さ
れ
た
思
弁
に
満
足
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
慎
重
に
獲
得
さ
れ
た
理
性
推
理
で
人
間
を
教
導
す
る
こ
と
よ
り
も
、
明
ら
か
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
は
公
平
に
振
舞
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
う
と
す
れ
ば
、
よ
り
普
遍
的
有
用
性
の
利
点
が
薯
名
な
る
宇
宙
論
的
証
明
に
否
認
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
立
場
を

　
　
と
る
ラ
イ
マ
ル
ス
の
証
明
の
方
が
、
カ
ン
ト
独
自
の
証
明
よ
り
有
用
で
あ
る
と
さ
え
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

　
　
カ
ン
ト
の
著
作
の
意
図
が
、
神
論
証
の
証
囎
根
拠
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
い
か
に
印
象
が
強
烈
で
あ
ろ
う
と
も
、
い
か
に
美
し

　
　
く
と
も
、
い
か
に
人
間
性
を
鼓
舞
し
よ
う
と
、
い
か
に
こ
の
点
で
有
用
で
あ
ろ
う
と
、
論
理
的
厳
密
性
と
圧
確
性
を
欠
い
た
も
の
は
論
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
の
根
拠
と
は
な
り
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
残
る
は
た
だ
一
つ
、
カ
ン
ト
が
、
私
自
身
の
証
明
（
伽
曾
ヨ
の
慧
σ
q
①
ゆ
霧
①
δ
）
と
呼
・
ぶ
と
こ
ろ

　
　
の
も
の
、
即
ち
、
彼
独
自
の
存
在
論
的
証
明
〔
恥
〕
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
第
五
節
、
即
ち
、
こ
の
書
物
の
最
後
の
節
は
、
こ
の

　
　
こ
と
を
明
白
に
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
世
界
の
事
物
の
諸
性
質
か
ら
、
神
性
の
存
在
と
諸
性
質
へ
推
論
す
る
証
明
は
、
有
用
で
大
変

　
　
美
し
い
証
明
根
拠
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
同
暗
に
、
論
証
の
鋭
さ
を
持
ち
得
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
今
や
、
残
る

　
　
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
い
か
な
る
厳
密
な
証
明
も
可
能
で
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
が
上
で
示
し
た
誕
明
根
拠
に
基
づ
か
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
二
つ
に
一
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
は
、
端
的
に
、
証
明
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
誰

　
　
も
前
者
を
主
張
す
る
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
は
、
わ
れ
わ
れ
が
提
示
し
て
き
た
も
の
に
舎
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
唯
一
の
神

03

@
が
存
し
、
唯
一
の
証
明
根
拠
が
あ
る
。
こ
の
証
開
根
拠
に
よ
っ
て
、
端
的
に
あ
ら
ゆ
る
反
対
を
根
絶
す
る
必
然
性
の
知
覚
を
も
っ
て
、
神

13　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
神
存
在
論
証
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
　
　
誓
学
研
究
　
第
五
唇
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

〇4

@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

13

@
の
存
在
を
洞
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
」
か
く
の
ご
と
く
、
カ
ン
ト
の
「
神
存
在
論
証
の
唯
｝
の
可
能
的
証
明
根
拠
」
は
、
第
｝
部
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
説
か
れ
た
彼
露
身
の
提
示
し
た
存
在
論
的
証
明
根
拠
〔
b
I
〕
で
あ
る
こ
と
が
囲
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
書
う
唯
回
の
証
明
根
拠
が
存
在
論
的
証
明
根
拠
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
わ
け
で
、
カ
ン
ト
の
神

　
　
論
証
問
題
を
扱
う
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
第
一
部
の
み
に
注
目
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
も
う
一
度
、
第
一
部
と
ア
ポ

　
　
ス
テ
リ
オ
リ
な
証
明
を
扱
う
第
二
部
と
の
関
係
を
み
て
、
カ
ン
ト
の
存
在
論
飽
証
明
と
自
然
神
学
的
証
明
と
の
関
係
を
見
て
お
き
た
い
。

　
　
第
一
部
の
最
後
の
節
じ
ご
①
。
。
o
鑓
二
ゆ
の
最
後
の
》
ぴ
ω
鎮
N
は
、
第
二
部
へ
の
展
望
を
語
る
重
要
な
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
の
と
こ
ろ
を
引
用
し

　
　
て
み
よ
う
。
　
「
経
験
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
る
事
物
の
本
質
的
諸
性
質
に
つ
い
て
の
成
熟
せ
る
判
定
に
よ
っ
て
も
、
事
物
の
内
的

　
　
可
能
性
の
必
然
約
諸
規
定
の
中
に
、
多
様
な
る
も
の
に
お
け
る
統
一
性
、
分
離
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
お
け
る
斉
合
性
を
知
覚
す
る
な
ら
ば
、

　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
認
識
の
道
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
盤
の
唯
一
の
原
理
へ
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
、
遂
に
は
、

　
　
わ
れ
わ
れ
が
は
じ
め
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
道
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
端
的
に
必
然
的
存
在
の
嗣
じ
根
本
概
念
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
今
か
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
図
は
、
次
の
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
事
物
の
内
的
可
能
性
の
中
に
も
、

　
　
秩
序
と
調
和
へ
の
必
然
的
関
係
が
、
ま
た
、
こ
の
測
り
難
く
多
様
な
る
も
の
の
う
ち
に
統
一
性
が
見
出
さ
れ
る
か
ど
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
そ
こ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
事
物
そ
の
も
の
の
本
質
が
最
高
の
共
通
的
根
拠
を
認
識
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
即
ち
、

　
　
わ
れ
わ
れ
が
、
経
験
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
聴
従
し
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
認
識
の
方
法
に
従
う
場
合
に
も
、
彼
が
第
一
部
の
ア
プ
リ
オ
リ

　
　
な
方
法
で
到
達
し
た
同
じ
神
的
存
在
の
概
念
に
到
達
し
得
る
か
否
か
を
第
二
部
に
お
い
て
吟
味
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ン

　
　
ト
の
意
図
は
満
た
さ
れ
、
内
的
可
能
性
の
必
然
的
諸
規
定
の
中
に
、
秩
序
、
調
和
、
統
一
性
、
斉
合
性
が
認
識
せ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
最

　
　
高
の
創
始
巻
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
第
二
部
の
、
カ
ン
ト
の
言
う
宇
宙
論
的
証
明
、
即
ち
、
自
然
神
学
的
証
明
で
あ
り
、
こ
れ
は
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
第
二
部
の
後
半
で
「
修
正
さ
れ
た
自
然
神
学
の
方
法
」
（
＜
窪
げ
①
ω
ω
の
甑
①
窯
①
鋳
○
山
Φ
伽
①
三
男
び
団
ω
砕
○
昏
Φ
o
δ
σ
Q
δ
）
と
呼
ば
れ
て
、
従
来
の
自

　
　
然
神
学
の
方
法
の
不
備
を
補
っ
て
整
備
さ
れ
た
形
を
と
る
に
至
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
数
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数
の
有
用
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
証
の
厳
密
性
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
執
拗
な
る
懐
疑
癖
に
紺
抗
で
き
ず
、
全
智
全
能
の
神
を
論
証
で

き
な
い
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
「
唯
～
の
証
購
綴
拠
」
が
「
修
正
さ
れ
た
自
然
神
学
的
方
法
」

を
指
す
と
す
る
見
解
は
、
萌
ら
か
な
る
誤
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
こ
の
自
然
神
学
酌
証
陽
に
つ
い
て
の
態
度
は
非
常
に
好
意
的

な
も
の
で
あ
り
、
終
生
こ
れ
に
愛
着
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
第
二
部
の
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
「
天
体
史
考
」
の
態
度
が
そ
の
ま
ま

保
持
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
宇
宙
の
統
一
性
に
つ
い
て
の
観
念
は
、
カ
ン
ト
の
心
性
を
深
く
習
え
、
彼
の
洞
察
力
を

事
物
の
根
源
へ
と
向
け
、
世
界
の
美
と
調
和
の
観
念
は
、
　
「
天
体
皇
考
」
に
お
け
る
よ
り
も
、
よ
り
生
き
生
き
と
彼
の
心
を
把
え
た
。
崇

高
さ
と
格
調
に
お
い
て
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
証
明
は
存
在
し
な
い
。
理
性
と
心
情
に
、
こ
れ
ほ
ど
直
接
的
に
語
り
か
け
る
い
か
な
る
証
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
理
性
と
共
に
古
く
、
ま
た
、
神
の
存
在
に
つ
い
て
の
常
識
曲
確
儒
が
問
題
で
あ
る
場
合
に
、
こ
の
証
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
×
％
）

よ
り
、
よ
り
有
効
で
あ
る
よ
う
な
証
明
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
こ
の
証
明
が
美
し
く
、
か
つ
愛
着
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、

説
得
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
論
証
と
し
て
厳
密
性
を
欠
く
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、
神

の
存
在
の
論
証
の
証
明
根
拠
で
あ
り
、
厳
密
性
と
正
確
性
を
欠
く
自
然
神
学
的
証
明
は
、
も
は
や
そ
の
任
に
耐
え
難
い
。
こ
の
点
に
お
い

て
、
こ
の
著
作
は
、
　
「
天
体
史
考
」
を
∵
歩
進
め
て
お
り
、
こ
れ
に
比
す
れ
ば
、
　
「
天
体
論
考
」
は
、
や
は
り
、
自
然
約
独
断
論
的
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
神
学
的
証
萌
は
、
そ
の
人
問
心
性
に
働
き
か
け
る
圃
有
な
強
さ
は
別
と
し
て
、
論
証
の
厳
密
性
の
閥
題
に
お

い
て
は
、
狭
義
の
宇
宙
論
的
証
踊
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
伝
統
的
存
在
論
的
証
明
と
誤
り
を
分
か
つ
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
…
ム
が
、
結
果

と
し
て
の
世
界
か
ら
、
原
因
と
し
て
の
神
へ
の
推
論
が
、
神
と
世
界
の
同
質
性
を
示
す
だ
け
で
あ
る
と
主
張
し
た
ご
と
く
、
カ
ン
ト
も
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

じ
反
証
を
、
自
然
神
学
的
証
明
の
吟
味
に
お
い
て
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
存
在
の
論
証
に
と
っ
て
の
唯
一
の
可
能

的
証
明
根
拠
は
、
単
に
可
能
的
な
も
の
の
悟
性
概
念
か
ら
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
存
在
論
的
証
明
根
拠
で
あ
る
。
次
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
彼

の
神
存
在
証
開
の
核
心
た
る
第
一
部
の
唯
一
の
可
能
的
．
証
明
根
拠
を
吟
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
1
）
　
以
下
の
同
様
の
籍
号
は
筆
者
の
挿
入
で
あ
る
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
神
存
在
論
証
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

折
ロ
学
盟
耕
究
　
　
第
一
血
百
六
号

　
学
の
成
立
に
つ
い
て
は
「
第
一
挑
覇
」
を
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

　
れ
、

（
1
3
）

（
1
4
）

　
も
の
と
呼
ん
で
き
た
が
、

　
含
ま
れ
る
い
わ
ゆ
る
自
然
神
学
的
証
明
の
こ
と
で
あ
る
。

　
注
意
ぜ
ら
れ
た
い
。

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

七
六

閑
鋤
艮
．
。
・
的
。
鈴
ヨ
ヨ
⑦
国
Φ
ω
o
訂
捧
Φ
ジ
b
ご
鎌
●
H
り
ω
●
題
無
．

H
凱
〔
r
ω
．
H
O
◎

H
号
ヨ
陰

H
ぴ
賦
ご
ω
■
翫
戴
．

守
置
己
ω
4
δ
8

餐
①
旨
冒

鑓
⑦
ヨ
●

H
び
嵐
4
ω
・
翫
G
。
．

餐
①
ヨ
●

｛
σ
賦
‘
ω
．
嶺
り
．

後
に
「
第
一
批
判
」
に
お
い
て
な
さ
れ
る
神
存
在
証
明
批
判
は
班
に
こ
こ
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
批
判
主
義
と
い
う
カ
ン
ト
独
特
の
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
処
女
作
「
活
力
考
」
以
来
、
既
に
最
初
か
ら
明
白
な
批
覇
の
精
神
が
こ
こ
に
見
ら

合
理
主
義
、
経
験
主
義
の
両
方
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。

笛
載
．
v
ω
．
δ
A
．

カ
ン
ト
は
、
第
三
部
に
お
い
て
は
、
二
種
の
証
明
を
、
可
能
的
な
も
の
の
悟
性
概
念
に
基
づ
く
も
の
と
存
在
す
る
も
の
の
経
験
概
念
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
第
四
節
で
存
在
論
的
と
宇
宙
論
的
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
の
宇
窃
論
的
の
意
は
、
勿
論
、
広
義
の
読
響
論
盗
読
明
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
自
然
袖
学
的
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
。
こ
の
点
、

H
ヴ
筑
ご
○
○
●
3
鴇
．

崔
凱
e
》
ω
●
δ
H
●

嵐
。
ヨ
●

囲
げ
凱
己
ω
“
δ
9

註
（
1
4
）
参
照
。

H
び
冠
9
v
ψ
δ
H
．
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（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

く
唯
◆
目
凱
餅
ω
．
ド
①
じ
N
．
笛
9

H
び
置
》
ω
．
δ
b
Ω
．

以
上
ま
と
め
て
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
な
ろ
う
。

一
｛
T
〕
薙
耽
撫
児
吻
器
離
念
蚕
聴
講
響
繕
響
編
蒋
白
下
論
　
目

　　

@　
嚮
瀦
搶
ｺ
磯
議
総
［
縣
罐
羅
鱗
聯
四
型
繋
嶽
鰹
鰯
一
諺
蘇

（
2
4
）
　
H
び
嵐
弓
ω
．
り
ト
⊃
・

（
2
5
）
　
く
σ
q
轡
H
窯
〔
圃
‘
ω
●
嵩
G
。
塗

（
2
6
）
　
囲
び
箆
4
ω
◎
δ
9
N
．
c
。
｛
．

（
2
7
）
　
く
σ
Q
ピ
ω
・
δ
ピ
N
“
お
宍

（
2
8
）
　
わ
れ
わ
れ
は
、
か
く
の
ご
と
き
カ
ン
ト
の
自
然
神
学
的
証
明
に
対
す
る
愛
着
を
見
る
時
に
、
か
の
「
第
一
批
判
」
の
弁
読
論
の
有
名
な
雷
葉
を

　
想
起
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。
即
ち
、
　
「
こ
の
証
明
は
常
に
尊
敬
を
も
っ
て
そ
の
名
を
挙
げ
ら
れ
る
に
値
す
る
。
そ
れ
は
、
最
も
古
く
、
最
も
明
瞭
で
あ

　
り
、
健
全
な
人
間
理
性
に
最
も
よ
く
適
合
し
た
読
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
研
究
を
鼓
舞
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
自
然
研
究
か
ら
そ
の
存
在
を
受
取

　
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
常
に
新
し
き
カ
を
得
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
観
察
が
そ
れ
自
身
で
は
発
晃
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
に
ま
で
目
的

　
と
意
隅
を
運
び
、
そ
の
原
理
が
自
然
の
外
に
あ
る
と
こ
ろ
の
特
殊
な
統
一
性
の
教
導
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
自
然
認
識
を
拡
張
す
る
。
し
か
し
ま
た
、

　
こ
の
知
識
は
、
再
び
、
そ
の
原
因
、
即
ち
、
こ
の
知
識
を
惹
起
す
る
理
念
へ
と
逆
に
作
焦
し
、
最
高
閑
話
者
に
対
す
る
僑
仰
を
不
可
抗
的
確
繕
に
ま

　
で
増
大
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
説
明
の
名
望
か
ら
な
に
か
を
奪
い
表
ら
ん
と
す
る
こ
と
は
、
単
に
慰
め
な
き
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま

　
つ
た
く
無
益
で
あ
ろ
う
（
b
d
．
①
㎝
獄
）
」
。
何
と
よ
く
似
た
嘗
蘂
で
あ
る
こ
と
か
。
カ
ン
ト
は
「
第
一
批
判
」
の
弁
証
論
に
お
い
て
、
他
の
証
明
と
共
に
、

　
こ
の
自
然
神
学
的
証
明
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ
、
か
か
る
深
い
靴
下
を
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
　
「
第
三
批
判
」
に
お
い
て
は
、

　
こ
れ
を
、
反
省
判
断
力
の
領
域
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
的
膚
的
論
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
試
み
、
　
「
こ
の
自
然
的
陰
的
論
は
、
わ
れ
わ
れ
の

　
理
論
的
反
省
判
断
力
に
対
し
て
、
悟
性
的
世
界
原
罪
の
存
巌
を
認
む
べ
き
十
分
置
る
証
明
根
拠
を
与
え
る
」
（
b
σ
儀
・
　
＜
”
　
ω
’
軽
継
目
）
と
い
う
こ
と
に
な

カ
ン
ト
の
神
存
在
論
証
に
つ
い
て

七
七



1308・

　
　
哲
脚
ず
研
…
究
　
　
耀
夘
五
否
六
鰹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

　
る
の
で
あ
る
。
批
判
前
期
の
最
も
早
い
時
期
に
お
け
る
「
天
体
史
考
」
か
ら
、
批
判
期
の
最
も
円
熟
し
た
時
期
に
お
け
る
「
第
三
批
判
し
に
至
る
、

　
こ
の
よ
う
な
自
然
神
学
的
証
明
へ
の
愛
着
は
、
彼
を
屡
々
戸
外
へ
誘
い
星
の
き
ら
め
く
天
空
を
示
し
て
彼
に
語
り
か
け
た
ピ
エ
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の

　
母
の
深
い
敬
皮
な
儒
仰
の
感
化
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
批
判
期
と
の
関
連
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
小
論
の
籍
躍
を
越
え
る
の

　
で
、
特
に
「
第
一
批
覇
」
に
お
け
る
記
述
と
の
類
似
牲
を
注
意
す
る
に
留
め
る
。

（
2
9
）
　
＜
σ
q
｝
の
じ
ご
山
‘
拝
ω
●
δ
9
N
．
蹟
み
り
．

四

　
彼
自
身
の
証
明
は
、
す
べ
て
の
事
物
の
与
え
ら
れ
た
内
的
可
能
性
か
ら
姶
ま
る
。
い
か
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
含
ま

れ
て
い
る
矛
盾
は
な
い
。
何
物
も
存
在
し
な
い
が
事
物
の
実
在
的
内
的
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
命
題
は
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。
彼
自
身
の

言
葉
で
言
え
ば
、
　
「
す
べ
て
の
存
在
が
廃
棄
さ
れ
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
も
の
も
端
的
に
措
定
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
　
一
般
に
ま
っ
た
く
何

物
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
し
、
何
か
或
る
考
え
得
る
も
の
に
対
す
る
い
か
な
る
実
質
も
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
も
ま
っ
た
く
無
く
な
っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
否
定
に
は
い
か
な
る
内
的
矛
盾
も
な
い
。
…
…
し
か
し
、
何
か
或
る
可
能
性
が
あ
り
、
し
か

も
い
か
な
る
実
在
的
な
も
の
も
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
何
物
も
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
考
え
得
る

何
物
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
何
か
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ま
っ
た
く
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
し
。
し
た
が
っ
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
は
、
何
ら
か
論
る
現
実
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
規
定
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
は
帰
結
と
し
て
、
与
え
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。
か
く
、
カ
ン
ト
は
、
合
理
主
義
に
反
対
し
て
、
可
能
的
な
も
の
に
対
す
る
現
実
的
な
も

の
の
優
位
を
主
張
し
、
か
く
し
て
、
騰
る
現
実
に
存
在
す
る
も
の
の
中
に
、
あ
ら
ゆ
る
内
的
可
能
性
の
必
然
的
根
拠
を
革
張
す
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
宇
笛
の
実
在
的
内
的
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
原
理
と
し
て
の
或
る
現
実
的
存
在
体
が
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
結
論
し
得
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
を
、
「
す
べ
て
の
物
の
内
的
可
能
性
は
、
何
か
論
る
存
在
（
O
p
・
器
首
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
前
提
（
く
O
H
⇔
¢
ω
ω
①
け
N
O
貿
）
す
る
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
現
実
的
存
在
体
が
絶
対
的
必
然
的
存
在
体
で
あ
る
と
い
う



　
　
こ
と
が
、
カ
ン
ト
の
推
論
の
要
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
表
現
を
借
り
て
表
わ
せ
ば
、
従
来
の
証
明
が
、
切
Φ
α
Q
H
漆

　
　
跨
1
1
一
一
ω
甑
Φ
H
Φ
ゆ
傷
①
。
。
跨
あ
る
い
は
O
o
露
⑦
ω
ぴ
Φ
σ
q
珂
薦
1
1
0
0
需
Φ
ω
円
堂
い
8
護
　
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
　
カ
ン
ト
の
も
の
は
、
　
国
砂
毛
節
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
図
鉱
。
・
滞
掃
質
匹
Φ
ω
聾
ゆ
①
α
q
甑
映
》
あ
る
い
は
両
箸
霧
国
祭
践
①
器
昌
山
霧
齪
O
o
瞳
8
菩
Φ
σ
q
H
漆
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
こ
の
推
論
は
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
或
る
も
の
が
可
能
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
或
る
も
の
が
可
思
惟
的
で
あ
る
。
さ
て
、

　
　
一
般
に
湿
る
も
の
が
思
惟
せ
ら
れ
得
る
た
め
に
は
、
形
式
的
欄
約
と
実
質
的
制
約
が
必
要
で
あ
る
。
形
式
的
制
約
は
、
　
「
矛
盾
が
な
い
な

　
　
ら
ば
、
或
る
も
の
は
可
思
惟
的
で
あ
る
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
可
能
性
の
第
一
の
論
理
的
根
拠
で
あ
る
。
実
質
的
面
面
は
、
．
コ
般
に
或

　
　
る
も
の
が
存
在
す
れ
ば
、
亘
る
も
の
は
可
思
心
的
で
あ
る
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
可
能
性
の
実
在
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
、
あ
る
い
は
、

　
　
そ
の
～
つ
の
綱
約
が
廃
棄
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
も
の
も
可
能
で
な
い
。
か
く
し
て
、
或
る
も
の
が
可
能
的
な
も
の
一
般
の
実
在

　
　
根
拠
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
或
る
も
の
の
非
存
在
は
矛
盾
を
含
み
、
端
的
に
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
存
在
は
端
的
に
必

　
　
然
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
　
「
も
し
、
人
が
、
神
を
除
去
す
る
な
ら
、
事
物
の
す
べ
て
の
存
在
の
み
な
ら
ず
、
事
物
の
内
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
可
能
性
さ
え
も
絶
対
的
に
廃
棄
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
「
新
釈
」
の
言
葉
が
、
よ
り
厳
密
な
推
論
の
形
で
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
復
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
神
の
非
存
在
は
、
わ
れ
わ
れ
の
斉
合
的
思
惟
そ
の
も
の
と
、
す
べ
て
の
事
物
の
内
的
要
素
を
廃
棄
す
る
。
か

　
　
か
る
結
果
は
、
現
実
に
経
験
さ
れ
る
状
況
と
相
容
れ
な
い
か
ら
、
カ
ン
ト
は
、
神
の
必
然
的
存
在
は
厳
密
性
と
確
実
性
を
も
っ
て
証
囲
さ

　
　
れ
得
る
と
結
論
す
る
。
〔
し
か
し
、
彼
は
、
こ
れ
が
単
に
証
賜
根
拠
を
提
起
す
る
の
み
で
あ
り
、
即
ち
神
の
存
在
の
現
実
的
論
証
で
は
な
い

　
　
と
い
う
限
定
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
〕
こ
の
第
一
部
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
議
論
、
即
ち
、
カ
ン
ト
の
言
う
唯
一
の
可

　
　
能
的
証
明
根
拠
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
第
二
部
の
自
然
神
学
的
方
法
の
叙
述
を
経
て
、
第
三
部
に
お
い
て
そ
の
正
当
性
が
再
確
認
せ
ら
れ

　
　
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
に
お
け
る
す
べ
て
の
議
論
は
、
次
の
最
後
の
言
葉
で
結
論
付
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
　
「
神
の
存
在
を
確
信
す
る
こ

　
　
と
は
ま
っ
た
く
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
論
証
す
る
こ
と
は
問
様
に
は
必
要
で
な
い
）
（
国
巴
陰
傷
¢
志
げ
窪
ω
⇔
α
学
説
幽
聾
ヨ
§
。
。
ざ
げ
く
。
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

09

O
馨
ぎ
。
毎
窃
讐
農
窪
σ
・
・
る
誓
・
3
ぴ
銭
瀞
腎
・
び
2
・
。
・
窪
α
Q
し
践
§
器
匙
窪
雪
囲
・
ご
¢
）
。
カ
ン
ト
は
、
信
仰
を
、
い
か

13　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
神
霧
筏
論
証
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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憩13

@
な
る
形
に
も
せ
よ
、
認
識
に
依
存
せ
し
め
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
。
批
判
期
に
お
け
る
、
理
性
的
僑
仰
と
科
学
的
認
識
の
峻
別
は
、

　
　
神
の
存
在
の
証
明
根
拠
に
つ
い
て
の
こ
の
初
期
の
表
現
の
中
に
明
確
に
予
表
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
か
く
の
ご
と
く
、
信
仰
は
認
識
に
依
存
す
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
逆
に
、
論
証
が
一
つ
の
確
信
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
と
い

　
　
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
こ
こ
で
、
有
名
で
は
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
こ
の
論
…
文
全
体

　
　
に
お
け
る
位
置
付
け
が
非
常
に
困
難
な
、
そ
の
意
味
で
ま
た
難
解
な
こ
の
最
後
の
結
論
の
文
章
に
お
け
る
確
信
（
α
げ
。
墨
引
σ
q
毒
σ
q
）
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
う
　
灘
葉
を
吟
全
し
よ
う
。
ま
ず
、
カ
ン
ト
は
、
自
然
神
学
的
証
開
が
一
つ
の
確
信
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
し
か
し
、

　
　
こ
の
確
信
は
、
最
も
不
遜
な
る
懐
疑
癖
に
抵
抗
す
る
綿
密
性
に
欠
け
て
い
る
と
言
う
。
あ
る
い
は
逆
に
、
だ
か
ら
こ
そ
確
信
で
あ
る
と
言

　
　
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
確
信
と
は
、
論
理
的
厳
密
性
、
数
学
的
確
実
性
を
欠
い
て
い
る
謂
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
こ
そ
、
彼
は
、
愛
着

　
　
を
禁
じ
得
な
い
自
然
神
学
的
証
明
と
訣
別
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
論
証
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
そ
の

　
　
推
論
の
厳
密
性
、
推
論
と
し
て
の
説
得
性
を
童
張
し
て
、
　
「
彼
の
も
の
」
で
あ
る
存
在
論
的
証
明
を
採
択
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最

　
　
後
の
書
算
と
し
て
製
革
を
奨
励
す
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
か
。
推
論
と
し
て
は
懐
疑
家
を
説
得
で
き
ぬ
く
ら
い
弱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
い
が
、
重
要
な
の
は
推
論
で
は
な
く
て
確
信
で
あ
り
、
　
「
健
全
な
る
悟
性
を
確
信
（
浴
び
①
農
2
σ
q
①
p
）
さ
せ
る
」
自
然
神
学
的
証
明
を
と
る

　
　
よ
う
に
と
奨
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
も
う
一
度
、
自
然
神
学
的
証
醜
に
立
ち
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。

　
　
人
が
自
然
神
学
的
証
明
を
と
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
カ
ン
ト
も
言
う
。
「
内
的
可
能
性
の
中
に
、
証
明
根
拠
を
求
め
よ
。
汝
が
そ
れ
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
里
）

　
　
こ
に
見
毘
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
な
ら
、
こ
の
前
人
未
踏
の
小
径
か
ら
、
人
間
理
性
の
大
道
へ
と
打
っ
て
出
よ
。
」
前
人
未
踏
の
小
径

　
　
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
も
の
で
あ
る
存
在
論
的
証
明
根
拠
に
、
証
囲
と
し
て
の
妥
当
性
を
発
見
で
き
ぬ
な
ら
、
人
間
理
性
の
大
道
な
る
自
然

　
　
神
学
的
証
明
を
と
る
が
よ
い
と
言
う
。
し
か
し
、
人
は
い
か
に
も
あ
れ
、
カ
ン
ト
自
身
の
問
題
と
し
て
は
、
彼
は
こ
の
内
的
可
能
性
を
主

　
　
軸
と
す
る
存
在
論
的
証
明
こ
そ
唯
～
の
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
お
り
、
自
然
神
学
的
証
明
は
き
っ
ぱ
り
と
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
人

　
　
間
理
性
の
大
道
を
気
楽
に
散
策
す
る
こ
と
は
な
い
。
安
易
な
る
確
儒
に
夢
を
む
ざ
ぼ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
は
、
　
「
唯
一
の
神
が
存
在
し
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
唯
一
の
証
明
根
拠
が
あ
る
。
こ
の
証
明
根
拠
に
よ
っ
て
、
端
的
に
あ
ら
ゆ
る
反
対
を
根
絶
す
る
必
然
性
の
知
覚
を
も
っ
て
神
の
存
在
を
洞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
」
と
言
う
。
彼
の
証
明
は
、
あ
ら
ゆ
る
反
対
を
根
絶
す
る
ほ
ど
厳
密
な
推
論
で
あ
る
。
こ
の
、
も
は
や
大
道

　
　
に
出
ず
る
こ
と
の
な
い
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
結
論
の
言
葉
の
意
味
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
結
論
の
言
葉
の
カ
ン
ト
自

　
　
身
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
解
釈
は
、
論
証
と
し
て
唯
一
可
能
な
る
も
の
は
彼
の
も
の
と
し
て
の
存
在
論
的
証
明
で
あ
る
が
、
神
の
存
在
に
つ

　
　
い
て
は
、
か
か
る
論
証
よ
り
は
確
信
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
確
儒
の
意
味
は
、
厳
密
性
、
確
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
性
を
欠
く
の
謂
で
は
な
く
て
、
更
に
積
極
的
な
意
の
確
信
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
、
少
々
、
己
惚
れ
て
い
る
ほ
ど
の
信
頼
を
置

　
　
く
こ
の
論
証
よ
り
重
要
な
確
信
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
高
次
の
確
信
は
厳
密
な
る
推
論
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
す
べ
て
の
す
べ
て
に
亙
っ
て
前
堤
さ
れ
、
い
か
な
る
推
理
の
段
階
に
お
い
て
も
そ
の
影
響
力
を
脱
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
ほ
ど
の
確
信
で
あ

　
　
る
。
そ
れ
を
離
れ
て
は
思
惟
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
く
な
る
と
こ
ろ
の
確
信
で
あ
る
。
す
べ
て
の
思
考
が
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
る
確
信
で

　
　
あ
る
。
厳
密
な
る
推
論
に
欠
損
を
与
え
る
確
信
で
は
な
く
て
、
思
考
そ
の
も
の
を
生
き
て
動
か
す
も
の
と
す
る
確
信
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は

　
　
自
薦
に
満
ち
て
自
ら
の
推
論
の
妥
当
性
を
確
儒
し
て
い
る
。
こ
の
確
信
は
も
は
や
推
論
を
な
す
理
性
よ
り
来
る
も
の
で
は
な
い
。
神
存
在

　
　
の
論
証
を
す
る
前
に
、
神
存
在
の
確
信
が
あ
る
。
神
の
真
理
の
無
謬
性
の
確
信
（
O
ぴ
費
N
2
σ
q
§
σ
Q
く
。
⇔
価
賃
α
濤
｛
①
巳
ぴ
㊤
時
①
搾
σ
Q
α
蓬
陣
魯
霧

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
≦
鋤
ぽ
ゲ
⑦
冨
己
が
あ
る
。
彼
の
推
論
は
こ
の
確
信
に
麦
え
ら
れ
た
推
論
で
あ
る
。
思
惟
そ
の
も
の
を
、
こ
の
神
の
現
存
性
へ
の
確
信
、

　
　
信
仰
か
ら
生
ぜ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
こ
の
確
信
で
あ
っ
て
、
論
証
で
は
な
い
。
こ
れ
が
、
彼
の
推
論
を
、
後
に
考
察
す

　
　
る
ご
と
く
、
一
種
特
異
な
推
論
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
厳
密
な
る
推
論
と
確
信
と
は
、
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
次
に
、

　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
カ
ン
ト
の
提
起
し
た
証
明
根
拠
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
立
入
っ
て
多
少
の
吟
味
を
試
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ま
ず
最
初
に
、
わ
れ
わ
れ
の
吟
味
す
べ
き
点
は
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
事
物
の
内
的
可
能
性
に
つ
い
て
知
る
に
至
る
の
で
あ
る
か

　
　
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
内
的
可
能
性
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
説
曝
は
甚
だ
曖
昧
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
人
間
の
心
性
に
提
起
さ
れ

11

@
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
不
明
確
で
あ
る
。
可
能
的
本
質
へ
の
先
天
的
洞
察
と
い
う
合
理
主
義
的
立
場
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
可

13　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
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神
存
在
論
証
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い
て
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@
能
的
な
も
の
は
現
実
的
な
も
の
を
通
し
て
提
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
可
能

　
　
的
な
も
の
は
現
実
に
存
在
す
る
感
覚
的
事
物
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
通
し
て
提
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

　
　
ま
だ
、
カ
ン
ト
は
、
可
認
識
的
存
在
は
蒔
間
・
空
間
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
知
覚
し
得
る
対
象
に
限
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
経
験
の
偶
然

　
　
的
現
実
性
は
絶
対
的
必
然
的
存
在
体
の
論
証
の
根
拠
を
提
供
し
な
い
と
主
張
し
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
　
一
方

　
　
で
は
、
経
験
が
神
存
在
の
論
証
根
拠
へ
何
物
か
を
提
供
し
得
る
と
な
お
考
え
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
時
代
は
、
「
天
体
史
興
」
や
「
新
釈
」

　
　
な
ど
と
異
な
っ
て
、
経
験
論
的
色
彩
が
強
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
、
事
物
の
内
的
可
能
性
と
経
験
的
事
物
の

　
　
現
実
性
の
連
関
が
十
分
に
説
明
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
的
伝
統
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
強
い

　
　
反
応
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
合
理
主
義
の
深
い
影
響
の
下
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
f
の
よ

　
　
う
に
、
こ
の
聴
期
を
経
験
論
の
立
場
と
断
ず
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
む
し
ろ
、
経
験
論
と
合
理
論
の
間
の
　
ω
o
げ
芝
碧
犀
①
昌
幽
な
状
態
が
こ

　
　
の
時
期
を
特
色
付
け
よ
う
。
事
物
の
内
的
可
能
性
と
経
験
的
事
物
の
現
実
性
の
連
関
が
十
分
に
探
究
せ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
彼
蔚
身

　
　
の
証
明
が
、
事
物
の
与
え
ら
れ
た
内
的
可
能
性
か
ら
繊
発
す
る
こ
と
に
な
り
、
可
能
性
か
ら
現
実
性
を
導
く
か
ぎ
り
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、

　
　
ヴ
ォ
ル
フ
の
合
理
主
義
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
言
い
得
る
。
し
か
し
、
こ
の
内
的
可
能
性
と
経
験
的
現
実
性
の
連
関

　
　
へ
の
探
究
の
不
徹
底
と
見
え
る
こ
と
は
、
実
は
、
カ
ン
ト
の
神
の
現
存
性
へ
の
変
わ
る
こ
と
な
き
確
信
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

　
　
　
（
1
4
）

　
　
れ
得
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
も
し
、
人
が
、
神
を
除
去
す
る
な
ら
、
事
物
の
す
べ
て
の
存
在
の
み
な
ら
ず
、
事
物
の
内
的
可
能
性
さ
え
も
絶

　
　
面
的
に
廃
棄
さ
れ
る
」
と
い
う
前
述
の
「
新
釈
」
の
立
場
が
、
そ
の
ま
ま
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ

　
　
っ
て
、
神
の
非
存
在
は
、
わ
れ
わ
れ
の
斉
合
的
思
惟
そ
の
も
の
と
、
す
べ
て
の
事
物
の
内
的
構
成
を
廃
棄
し
、
現
実
に
経
験
さ
れ
る
状
況

　
　
と
矛
噛
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
も
、
合
理
的
思
惟
も
、
神
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
か
え
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
神
の
現
存
性
へ
の
確
信
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
着
過
さ
れ
る
時
に
、
内
的
可
能
性
と

　
　
経
験
的
現
実
性
の
連
闘
の
探
究
の
不
徹
底
性
と
い
う
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
は
、
両
者
は
こ
の
根
源
的
確
信
に
お
い
て
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統
一
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
事
物
の
す
べ
て
の
存
在
と
そ
の
内
的
可
能
性
は
ト
神
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
α
　
「
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
も
の
の
内
的
可
能
性
は
、
何
か
縛
る
存
在
を
前
提
す
る
」
と
雷
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
神
の
存
在
は
前
提
（
く
。
鏡
霧
器
誌
§
σ
q
）
で
あ

り
、
論
証
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
確
信
（
⇔
び
Φ
嵩
2
σ
q
§
σ
Q
）
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
こ
の
論
文
の
結
論
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
ら
も
こ

の
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。
す
べ
て
の
事
物
の
内
的
可
能
性
は
、
或
る
○
霧
①
『
を
前
提
し
、
こ
の
U
霧
①
汐
が
神
で
あ
る
と
い
う
の
が

カ
ン
ト
の
推
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
く
の
ご
と
き
特
異
な
推
論
は
、
神
の
現
存
性
へ
の
前
提
せ
ら
れ
た
確
信
を
外
に
し
て
は
出
て
来
よ

う
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
前
提
せ
ら
れ
た
確
然
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
の
結
論
の
一
節
を
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
神
の
現
存
性
へ
の
酒
煮
が
根
元
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
神
の
存
在
が
論
証
さ
れ
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
る
。

こ
の
確
信
は
、
　
三
年
後
の
「
善
書
者
の
夢
」
（
↓
壇
ぎ
ヨ
①
Φ
ぎ
塁
Ω
魚
。
・
8
房
。
ぴ
。
『
ジ
禽
日
舞
の
昌
儀
二
瀬
日
幾
¢
ヨ
。
仙
巽
竃
Φ
欝
℃
ず
団
湿
咳
峯
①
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
星
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

に
お
い
て
、
認
識
の
限
界
が
設
定
せ
ら
れ
、
道
徳
的
行
為
に
墓
つ
く
来
世
へ
の
希
望
が
語
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
内
的
に
淳
化
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
更
に
、
批
判
期
に
お
い
て
、
経
験
の
教
説
が
深
化
せ
ら
れ
、
認
識
の
限
界
が
確
定
せ
ら
れ
、
神
の
存
在
の
論
証
が
不
必
要
で

は
な
く
て
不
可
能
と
せ
ら
れ
て
も
、
か
え
っ
て
、
道
徳
約
理
性
家
畜
と
し
て
内
面
化
さ
れ
た
形
で
深
ま
る
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
5
）

（
6
）

隊
鋤
導
、
ω
窪
q
Φ
も
・
鋤
諺
旨
Φ
国
⑦
ω
o
げ
諏
類
①
ジ
じ
ご
（
剛
◎
戸
O
D
・
“
c
。
■

塗
恥
「
ω
・
δ
’
（
3
）
安
3
ω
る
Q
。
．
（
4
）
＜
箪
界
緊
。
。
多
韓
9
亀
目
■
の
「
繧
ω
曾

開
9
暴
”
b
σ
餅
押
G
り
▼
ω
り
㎝
◎

と
寓
ぼ
。
窓
富
尉
。
・
陣
O
實
ヨ
鶏
。
・
酔
巳
醇
ジ
8
コ
①
臨
ω
δ
霞
瓢
讐
鑓
○
ヨ
器
ヨ
お
曇
霞
ω
o
莚
昇
。
。
鼠
簿
一
℃
崇
重
自
室
・
臨
玄
簿
舞
Φ
ヨ
ぎ
艸
鍵
暮
露
箕
。
房
塁

餌
ぴ
O
村
Φ
甑
噸
＾
“

一
七
五
五
年
代
に
カ
ン
ト
は
「
天
体
唖
聾
」
に
お
い
て
黙
然
神
学
的
舐
明
を
主
張
し
「
新
釈
」
に
お
い
て
は
存
在
論
的
誠
明
を
主
張
し
て
い
わ

ば
爾
者
共
に
嘗
…
離
す
る
浮
動
的
独
断
論
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
れ
が
一
七
六
〇
年
代
に
至
っ
て
両
者
の
間
に
黒
鍵
を
つ
け
る
こ

と
が
「
神
存
在
読
明
の
唯
一
可
能
的
根
拠
」
の
主
眼
点
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
正
葡
か
ら
神
存
在
の
問
題
が
主
題
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
こ
の

著
作
は
い
わ
ば
渉
、
れ
ま
で
の
カ
ン
ト
の
神
観
の
総
決
算
で
あ
り
ま
た
そ
れ
が
神
存
在
論
証
（
O
Φ
旨
。
郎
。
。
霞
舞
ご
口
）
の
唯
の
可
能
的
記
明
根
拠
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
論
証
と
し
て
の
厳
密
性
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
の
閣
に
選
択
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
論
舐
と
し
て
の
厳
密
性
と
正
確

カ
ン
ト
の
神
存
在
論
証
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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（
7
）

（
！
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
6
）

（
1
7
）

折
鶯
学
研
究
　
　
第
五
｝
欝
山
ハ
島
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

性
を
欠
く
密
然
神
学
的
証
明
が
脱
落
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
新
釈
」
の
存
在
論
的
証
明
が
再
確
認
さ
れ
て
反
復
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

が
こ
の
時
点
で
は
推
論
の
厳
密
性
が
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
新
釈
」
の
立
場
が
推
論
式
に
置
き
換
え
ら
れ
て
そ
れ
を
「
よ
り
厳
密
な
椎
論
の

形
で
反
復
き
れ
る
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

じd

U
H
押
Q
Q
．
嵩
Q
。
．
（
8
）
　
H
ぼ
3
ψ
峯
9
N
陰
邸
も
。
の
（
9
）
　
H
三
斜
¢
窃
㌍
N
．
H
9
　
（
1
0
）
　
H
玄
伍
‘
¢
H
①
Q
。
．
（
1
1
）
　
三
の
註
（
2
2
）
参
照
。

笹
嬢
己
ω
●
属
㌍
N
●
軽

しd

ﾋ
押
》
質
α
q
①
臼
Φ
ヨ
①
Z
馨
鶏
α
q
①
零
謀
臼
＄
二
海
伽
↓
冨
。
臨
。
創
㊦
。
。
鎖
一
ヨ
受
話
ω
・
G
Q
』
b
。
漕
．

前
述
の
「
確
信
」
に
つ
い
て
の
拙
論
を
想
起
せ
ら
れ
た
し
。
　
（
1
5
）
　
註
（
3
）
参
照
。

ゆ
島
●
目
”
目
轟
¢
B
①
①
ぎ
霧
○
魚
ω
8
錺
Φ
｝
お
戦
ω
■
Q
Q
■
q
Q
紐
．

雛
）
｝
（
r
ω
■
ω
刈
ω
．

五

　
か
く
の
ご
と
く
、
カ
ン
ト
が
最
初
に
神
に
つ
い
て
熟
考
し
た
「
天
体
史
官
」
か
ら
い
わ
ゆ
る
批
判
前
期
を
通
ず
る
神
観
が
、
神
存
在
に
つ

い
て
の
根
源
的
確
信
に
基
づ
い
た
8
｝
μ
且
ω
ヨ
話
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
、
中
心
的
に
考
察
し
た
論
文
、
「
唯

一
の
可
能
的
根
拠
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
も
こ
の
確
信
で
あ
っ
た
。
か
の
論
旨
は
、
事
物
の
可
能
性
は
一
つ
の
実
在
根
拠
に

よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
的
に
必
然
的
な
そ
し
て
唯
一
の
存
在
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
神
で
あ
る
と
い
う
理
解

で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
の
核
心
は
、
神
存
在
の
論
証
と
い
う
よ
り
は
、
論
証
へ
の
証
囲
根
拠
で
あ
り
、
神
存
在
へ
の
正
し
い
確
信
を
喚
起

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
か
の
結
論
の
言
葉
か
ら
も
明
白
で
あ
り
、
こ
の
確
信
の
な
い
自
然
神
学
は
無
益
で
あ
る
。
こ
の
態

度
は
、
凱
判
期
に
お
い
て
も
堅
持
さ
れ
、
実
践
的
確
信
が
神
認
識
の
基
礎
で
あ
り
、
こ
の
確
信
の
な
い
神
論
証
の
無
益
さ
が
明
ら
か
に
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
批
判
前
期
の
制
約
と
し
て
の
思
想
的
動
揺
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
期
の
立
場
を
暗
示

す
る
こ
の
論
文
は
重
要
で
あ
る
。



　
　
　
こ
の
論
文
に
お
け
る
証
虜
は
ト
前
述
の
ご
と
く
レ
可
能
性
か
ら
出
発
し
て
い
る
σ
し
か
し
秘
こ
の
可
能
性
は
事
物
の
可
能
性
で
あ
っ
て
、

　
　
事
物
は
存
在
す
る
も
の
、
感
性
的
所
与
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
矛
盾
律
に
基
づ
く
論
理
的
思
惟
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
言
い
得
る
。

　
　
し
か
し
、
結
論
に
お
い
て
は
、
論
証
が
必
要
で
は
な
く
て
確
信
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
、
存
在
す
る
も
の
を
、
存
在
す
る
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
超
え
た
も
の
か
ら
理
解
す
る
、
い
わ
ば
形
而
上
学
的
思
惟
と
も
言
う
べ
き
思
惟
に
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
惟
の
方
法
は
、

　
　
存
在
根
拠
か
ら
鴫
発
せ
ず
に
、
こ
の
根
拠
の
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
結
果
か
ら
出
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
思
惟
か
ら
形
而
上
学

　
　
的
思
惟
へ
の
移
行
、
な
い
し
は
関
係
が
真
の
意
味
で
は
洞
察
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
前
節
で
、
事
物
の
内
的
可
能
性
と
経
験
的

　
　
現
実
性
の
関
係
が
十
分
に
は
洞
察
さ
れ
て
い
な
い
と
雪
口
わ
れ
た
と
同
じ
事
情
で
あ
っ
て
、
神
の
現
存
性
へ
の
確
信
が
前
提
さ
れ
て
い
る
か

　
　
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
思
惟
は
、
本
来
、
論
理
的
で
あ
っ
て
、
思
惟
は
無
制
約
者
の
把
握
の
欲
求
に
お
い
て
は
概
念

　
　
的
把
握
の
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
以
外
の
方
法
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
惟
は
、
こ
の
方
法
で
無
黒
幕
者

　
　
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
理
性
の
試
み
に
お
い
て
は
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
に
陥
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
は
、
形
而
上
学

　
　
的
関
心
が
論
理
的
思
惟
の
中
へ
入
り
込
む
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
関
心
が
思
惟
を
動
か
す
け
れ
ど
も
、
思
惟
は
論
理

　
　
的
方
法
で
し
か
誌
進
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
思
惟
は
、
無
制
約
者
を
論
理
的
に
把
握
す
る
可
能
性
に
挫
折
し
、

　
　
こ
の
挫
折
を
通
っ
て
、
形
而
上
学
的
思
惟
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ア
ヒ
ム
・
コ
ッ
パ
！
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
カ
ン
ト
は
、

　
　
論
理
的
思
惟
の
自
力
性
（
蛍
σ
q
魯
ヨ
選
言
σ
q
幕
津
）
を
完
全
に
克
服
し
、
思
惟
を
ま
っ
た
く
そ
れ
に
お
け
る
神
の
現
存
性
か
ら
生
ぜ
し
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
と
が
で
き
た
。
カ
ン
ト
の
O
o
簿
⑦
ω
冨
腎
。
の
全
行
程
を
概
観
す
る
と
、
思
惟
に
と
っ
て
始
め
か
ら
終
わ
り
に
い
た
る
ま
で
、
神
の
現
存
性

　
　
か
ら
の
同
じ
導
き
の
糸
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
全
発
展
は
、
神
に
よ
る
支
配
か
ら
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
」
こ
こ
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
思
想
を
貫
く
8
び
①
駐
B
q
ω
が
、
か
な
り
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る

　
　
の
で
は
な
い
か
。
け
だ
し
、
6
げ
魚
の
ヨ
蕊
と
は
、
自
ら
と
世
界
の
、
神
か
ら
の
踏
鶏
犀
o
B
ヨ
魯
び
Φ
津
を
承
認
す
る
立
場
で
あ
る
か
ら
で
あ

15

@
る
。
カ
ン
ト
が
、
個
人
的
確
信
と
し
て
は
、
片
蒔
も
、
神
の
存
在
を
疑
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ

13　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
神
存
在
論
謹
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
　
　
　
哲
灘
が
研
究
　
　
篤
甥
五
蒲
六
弩
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
の
こ
と
が
、
遺
稿
集
に
ま
で
保
持
せ
ら
れ
た
彼
の
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
人
々
の
指
摘
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、

13
　
　
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
、
神
の
存
在
を
論
証
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
を
確
信
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
、

　
　
か
え
っ
て
、
そ
の
た
め
に
知
識
が
劉
限
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
1
）
　
＜
σ
q
ピ
ざ
8
露
旨
職
。
℃
℃
o
が
獣
餌
質
沖
ω
O
o
淫
㊦
ω
げ
び
H
ρ
囚
9
簿
あ
砂
鰭
銑
①
づ
じ
づ
畠
幽
ミ
v
お
誤
＼
㎝
◎
鑓
｛
け
．
ど
ψ
G
。
摯
Q
。
G
。
●

（
2
）
　
四
に
お
け
る
、
結
論
の
気
後
の
文
章
を
め
ぐ
る
「
叢
書
」
に
つ
い
て
の
私
見
を
参
照
せ
ら
れ
た
し
。
熱
時
に
、
興
の
註
（
1
4
）
参
照
。

（
3
）
＜
箏
麟
8
唱
9
罎
曾
ω
6
0
●

（
4
）
　
「
天
体
史
考
」
あ
た
り
の
時
期
で
は
、
O
魚
ω
ヨ
¢
。
。
に
近
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
素
朴
な
神
観
を
持
ち
、
「
唯
一
の
証
明
」
で
は
強
い
確
揺
に
支
え

　
ら
れ
た
存
在
論
的
証
明
を
と
っ
て
い
た
↓
げ
畝
湾
カ
ン
ト
も
、
批
判
期
を
経
て
く
る
と
、
神
を
純
粋
理
性
の
理
想
と
み
な
し
、
6
げ
Φ
騨
鼻
口
の
性
絡

　
に
か
な
り
の
推
移
が
認
め
ら
れ
る
。
コ
ッ
パ
…
は
、
点
じ
8
び
Φ
δ
ヨ
¢
ω
が
、
前
期
か
ら
遺
稿
集
に
い
た
る
カ
ン
ト
の
全
時
期
を
貫
く
も
の
で
あ
る

　
と
考
え
る
。
わ
れ
わ
れ
も
、
　
｝
応
、
カ
ン
ト
の
生
涯
に
亙
る
神
の
現
存
性
の
確
償
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
し
、
ま
た
、
こ
の
確
信
が

　
彼
の
思
推
を
動
か
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
善
恥
し
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
、
わ
れ
わ
れ
は
、
批
判
前
期
の
↓
｝
お
貯
ヨ
屋
と
、
批
判
期
を

　
経
て
遺
稿
集
に
灘
る
8
げ
魚
ω
ヨ
霧
の
閥
に
は
、
あ
る
鼻
翼
が
あ
る
こ
と
を
拙
噂
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
本
来
の
↓
プ
Φ
冨
讐
蕊
で
あ
る
O
び
窮
窪
。
ゲ
曾

　
↓
財
の
討
影
信
の
の
精
神
は
、
む
し
ろ
批
判
前
期
に
見
出
き
れ
る
精
神
に
近
く
、
以
後
、
家
電
に
カ
ン
ト
の
↓
ン
Φ
貯
欝
。
の
は
そ
れ
と
の
灘
離
を
広
げ
る

　
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
カ
ン
ト
の
O
o
窪
Φ
匹
Φ
訂
。
の
全
行
程
に
お
け
る
、
神
の
現
存
姓
か
ら
の
岡
じ
い
。
詳
爲
爵
σ
q
」
と
い
う
コ
ッ
パ
ー
の
表

　
現
は
、
彼
の
神
儒
仰
が
生
涯
に
亙
る
確
儒
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
受
容
で
き
る
が
、
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
は
欝
意
で
き
ぬ
。
○
悌
霧
唱
。
蜂
¢
ヨ
広
旨

　
に
な
る
と
、
遂
に
は
、
神
は
私
の
内
に
あ
る
最
高
の
道
徳
的
原
理
、
道
徳
醜
実
践
的
霞
箸
立
法
的
理
盤
と
同
一
視
せ
ら
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の
遺
稿

　
集
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
8
ゲ
Φ
置
導
㍍
。
α
、
つ
ま
り
究
麺
的
8
ず
魚
ω
欝
虹
ω
を
、
　
コ
ッ
パ
ー
の
新
著
ご
幻
。
笛
Φ
鉱
O
謬
蝶
螂
山
沁
⇔
一
ω
O
⇔
づ
。
巴
。
纂
印
ヨ
O
母
。
｝
？

　
讐
G
り
。
財
Φ
郷
O
o
暮
①
。
。
び
①
毒
Φ
鑓
寸
落
鮎
詳
陣
ゆ
①
昏
の
噸
．
、
に
よ
っ
て
見
る
。
黛
Φ
器
欝
欝
O
導
嵩
（
鑓
嵩
σ
q
手
紬
昌
ω
鴨
O
O
窓
㊦
紅
①
び
捲
と
し
て
の
○
嬉
器
℃
O
ω
欝
ヨ
¢
欝

　
に
お
い
て
は
、
神
は
理
姓
の
理
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
神
が
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
ヨ
霞
9
・
営
Φ
舞
健
羨
℃
戦
。
山
繭
（
叶
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

　
る
の
で
な
く
し
て
、
む
し
ろ
神
は
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
理
樵
が
そ
の
世
界
盤
に
お
い
て
露
ら
を
知
る
と
こ
ろ
の
、
理
性
的
存
在
の
図
。
急
心
跨
で

　
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
絶
対
的
実
在
性
そ
の
も
の
は
、
存
在
（
閻
一
陣
ω
け
Φ
口
脳
）
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
理

　
念
の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
が
存
在
を
神
か
ら
却
け
、
神
の
自
選
証
雷
を
理
性
の
踊
歩
葛
身
へ
の
反
省
か
ら
の
み
生
起
き
せ
る
こ
と
に
よ
っ

　
て
、
窟
己
意
識
に
神
の
純
粋
把
握
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
換
書
す
れ
ば
、
い
か
な
る
外
的
な
実
体
も
容
認
せ
ら
る
べ
き
で
な
い
が
、
こ
の
こ
之
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は
神
が
そ
の
絶
対
性
に
お
け
る
実
在
性
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
想
す
る
の
で
な
く
て
、
神
が
事
忌
さ
れ
た
実
在
性
の
領
域
に
求
め
ら
れ
得
な
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
現
実
に
存
在
す
る
対
象
の
領
域
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
経
験
の
領
域
で
あ
り
、
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
現
実
牲
や
存
在
の

概
念
を
適
用
す
る
。
し
か
し
、
実
在
牲
の
絶
戸
的
存
在
体
は
、
か
か
る
現
実
性
や
存
在
に
お
い
て
は
見
出
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
り
、
紳
の
実
在
性
は

存
在
に
よ
っ
て
は
盛
挙
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
神
を
存
在
と
現
実
牲
に
お
い
て
見
出
し
た
と
主
張
す
る
者
は
、
神
を
そ
の
も
の
と
し
て
得
た
正
に

そ
の
点
に
お
い
て
既
に
神
を
失
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
結
局
意
味
す
る
こ
と
は
、
　
「
神
は
私
の
外
に
あ
る
実
体
と
し
て
で
は
な
く
て
、

私
の
内
に
あ
る
最
高
の
道
徳
的
原
理
と
し
て
衷
象
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
詩
劇
艮
、
⑭
σ
窺
⑦
鋸
導
ヨ
。
剛
Φ
G
応
畠
甑
楚
Φ
静
ゆ
飢
喩
×
×
押
O
Q
亀
ド
濠
）
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
神
は
私
の
外
に
あ
る
存
在
体
で
は
な
く
て
、
単
に
私
の
内
に
あ
る
思
想
で
あ
る
。
神
は
遵
徳
的

実
践
的
臨
巴
立
法
調
理
姓
で
あ
る
」
（
浮
同
年
9
ψ
泣
q
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
彼
に
よ
る
カ
ン
ト
の
神
観
の
究
携
的
結
論
で
あ
る
（
＜
σ
q
囲

固
○
℃
℃
①
さ
G
o
み
①
c
◎
山
①
Q
。
）
。

　
こ
こ
に
董
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
究
極
的
な
8
冨
岡
ω
ヨ
霧
の
正
体
を
少
し
く
明
ら
か
に
知
り
簿
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
コ
ッ
パ

ー
は
、
カ
ン
ト
の
神
が
人
閥
理
性
の
貯
繋
争
ヨ
①
黛
既
Φ
ω
勺
厩
◎
山
震
葬
　
で
な
い
と
し
て
、
す
べ
て
を
神
の
現
存
性
か
ら
理
解
す
る
形
而
上
学
的
思
惟
を

カ
ン
ト
の
本
領
と
看
倣
し
て
カ
ン
ト
の
終
始
一
貫
せ
る
帰
げ
鉱
ω
日
¢
ω
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
も
の
の
”
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
究
極
は
、
神
は
存

在
体
で
な
く
思
想
で
あ
り
、
私
の
内
に
あ
る
最
高
の
道
徳
的
原
理
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
8
ぴ
①
駐
ヨ
¢
。
。
は
、
逆
に
、
単
な
る
自
己
充
足
的
人

聞
理
性
主
義
の
限
界
内
に
お
け
る
8
ぴ
の
冨
ヨ
¢
ω
に
な
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
↓
甥
Φ
貯
ヨ
蟷
ω
は
、
「
単
な
る
理
牲
の
限
界
内
に
お
け
る
8
ぴ
臨
ω
饗
信
ω
」

で
あ
る
。
か
か
る
6
財
蝕
。
り
讐
¢
。
。
は
、
ヨ
…
ロ
ッ
パ
の
正
統
的
↓
財
。
目
窪
郎
ω
た
る
0
げ
鉱
。
。
象
。
げ
Φ
冠
8
げ
⑦
貯
導
嬬
。
c
の
精
神
と
の
飛
離
を
示
す
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
究
極
的
主
張
は
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
↓
ぴ
魚
最
た
る
こ
と
が
先
ず
十
分
に

主
張
せ
ら
れ
た
上
で
、
そ
の
↓
ぴ
魚
ω
五
器
の
実
体
が
問
わ
れ
る
場
合
に
最
も
強
力
に
露
量
き
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
コ
ッ
パ
ー

は
、
カ
ン
ト
の
8
げ
Φ
駐
ヨ
〆
訪
を
、
人
聞
と
世
界
と
の
神
か
ら
の
瓢
曾
犀
。
ヨ
ヨ
o
p
ぴ
Φ
搾
を
承
認
す
る
立
場
と
し
て
、
批
判
前
期
、
批
判
期
を
一
貫
す

る
も
の
と
し
て
一
義
的
に
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
批
判
前
期
の
8
ず
。
冨
鑓
∬
ω
の
性
格
を
か
な
り
明
瞭
に
知
・
り
得
た
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
そ

れ
と
カ
ン
ト
の
最
後
的
6
ぴ
①
騨
ヨ
欝
も
。
と
の
問
に
本
質
的
相
違
を
認
め
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
終
生
、
カ
ン
ト
が
↓
｝
お
置
酔
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
大
き
な
意
味
の
違
い
が
あ
る
。
批
判
酸
期
の
カ
ン
ト
の
磁
｝
μ
Φ
冨
叢
書
は
、
広
い
意
味
で
の
自
然
神
学
で
あ
り
、
神
が
事
物

の
実
在
根
拠
と
い
っ
た
方
向
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
、
批
判
期
に
お
け
る
認
識
論
の
確
立
と
瞬
時
に
、
外
的
経
験
か
ら
の
通
路
が

閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
在
根
拠
は
む
し
ろ
物
自
体
へ
の
方
向
を
た
ど
り
、
神
存
在
の
確
信
は
、
内
的
経
験
を
媒
介
に
し
て
、
内
的
に
深
化
せ

ら
れ
て
、
道
徳
的
儒
仰
と
な
り
、
道
徳
神
学
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
僧
仰
の
問
題
は
、
実
践
理
性
の
内
的
法
則
の
問
題
に
転

カ
ン
ト
の
神
存
在
論
証
に
つ
い
て

八
七
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折
鳥
学
帰
耕
究
　
　
第
五
百
六
畳

八
八

化
さ
れ
つ
つ
、
実
践
的
に
無
制
約
者
の
把
握
が
問
題
と
せ
ら
れ
る
に
蓋
る
。
自
律
的
実
践
理
性
の
措
定
す
る
道
徳
法
則
に
曝
す
る
こ
と
が
義
務
で
あ

り
、
か
か
る
義
務
が
神
の
命
令
と
看
倣
さ
れ
得
る
道
徳
的
神
学
の
立
場
で
あ
る
。
か
か
る
↓
ぴ
Φ
♂
筍
¢
。
。
は
批
判
前
期
の
↓
ゲ
。
♂
簿
¢
。
・
で
は
な
い
。

批
判
主
義
の
確
立
は
理
性
霊
義
の
確
立
で
あ
る
。
理
性
主
義
は
内
在
主
義
で
あ
り
、
内
在
主
義
は
本
来
的
有
神
論
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
大
阪
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
助
手
）

文予告論
号
．次

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
『
過
程
　
　
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
D
・
ゴ
ー
ヒ
ン

　
と
実
在
』
へ
の
序
説
　
…
．
：
…
…
，
：
野
田
又
夫
訳

譜
峰
曙
議
搬
響
ゆ
爵
三

　
9
ω
曽
O
◎
日
℃
母
興
に
つ
い
て
一

谷
　
恵
　
一

次目口

丁ゐ削

存
在
と
知
識
i
仏
教
哲
学
諸
派
の

　
論
争
◎
一

　
経
量
部
の
根
本
的
立
場
…
…
…
…
…
梶

へ
…
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
、
及
び
そ

れ
以
前
の
諸
書
に
於
け
る
「
生
と
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comme　source　directe　d’analyse　d6tai116e　appliqu6e　ti　1’etude　sur　un　systbme

non－normatif　de　1’ordre　social．　Du　polnt　de　vue　qui　nous　occupe，　un　systeme

d’action　ne　se　d6termine　en　fonction　des　mobiles　du　profit　que　dans　un　seul

aspect，　de　meme　qu’il　ne　se　d6termine　que　dans　un　seul　aspect　en　fonction

des　systemes　d’ic16e　odjective．　Pour　cette　raison－1コ口，　dans　la　situation　objective，

1’analyse　peut　distinguer　au’moins　quatre　616ments；　la　Valeur，　la　Norme，　la

Faeilit6　disponiblee　et　la　R6compense．　Les　deux　derni6res　concernent　un

systeme　non－normatif．

Ka賊s　GG枕esあew＠i轡i臨deずvorkr猛iSCぬen　Periode

Das　Problem　dey　Vberzeugung

von　Sumito　Haruna

　　1m　Werk　zur“Demonstration　des　Dasei簸s　Got£es♪’（1763），　denkt．　Kant，　daB

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　の
der　physiko－theologische　Beweis　vo磁Dasein　Gottes　e量聡e　ArtてJberzeugung

sei．　Dieser　Uberzeugung　aber　ermangelt　es　an　der　AusfUhrlichkeit，　die　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サfrechsten　Zweifelsucht　trotzt．　Die　Uberzeugung　he三B£also　eine　Ermangelung

der　mathe田at｛sche箪Gewi6heit　und　logischen　Genauigkelt，　Folglich　trennt

er　sich　vom　physiko－theo玉ogischen　Bewels　wider　Wi玉1en　und　behauptet　den

ontologischen　Beweis　als　den　seinigen，　weil　die　logische　Scharfe　der　Sc嫉e－

B囎gdas　Wichtigste　in　der　Demo誠ratlon　ist．　Es　ist　nur　ein　Gott　und　nμr

ein　Beweisgrund，　d償rch　welchen　es　m6glich　ist，　sein　Dasein　mit　der　Wahr・

nehmung　derlenigen　Notwendigke量t　einzusehen，　die　schlechterdlngs　alles　Ge－

genteil　vernichtigt．

　　∫edoch　Kant　sagt　zum　Beschlu昼：‘‘Es　ist　durchaus　n6tig，　da猛鵬an　sich

vom　Dase沁Gottes｛iberzeuge；es三st　aber　nicht　eben　so　n6tig，　da6　ma薙es

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　ゆ
demonstriere．”　Das量st　sehr　schwer　auszulegen．　Diese　Uberzeug職g　vom

Dasein　Gottes　soll　d｛e　h6here　und　positive　sein，　die　auf　die　strenge． rchiie－

Sung　EinfiuS　aus銭ben　k6nnte．　Denken　ka鷺n　f撫s玉ch　allein，　d．　h．　von　der

むberzeugung　ausgeschlossen，　nie　zustande　kommen．　Der　eige簸t廿mliche　Sch・

luB　ln　seinem　ontologischen　Beweis　beruht　auf　dieser｛）berzeugung．　Sie　isも

weit　n6tiger　als　die　Demonstration．
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